
東
大
寺
大
勧
進
円
照
の
歴
史
的
位
置

小

原

嘉

記

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
東
大
寺
大
勧
進
円
照
の
分
析
を
通
じ
て
、
大
勧
進
と
造
営
料
国
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
容
を
明
ら
か
に
し
た
。
大
勧
進
円
照
が
登
場

す
る
歴
史
的
前
提
に
は
、
別
当
定
盤
に
よ
る
造
営
上
国
の
知
行
と
い
う
事
態
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
寺
僧
等
は
造
営
演
劇
の
富
に
注
製
し
始
め
て
い
く
。

そ
う
し
た
中
で
大
勧
進
に
就
任
し
た
円
照
は
、
〈
造
営
料
国
の
収
益
打
造
営
料
〉
と
い
う
原
則
を
転
換
し
、
正
税
等
を
恒
常
的
に
修
造
用
途
に
充
当
す
る

体
制
を
作
っ
た
ほ
か
、
さ
ら
に
そ
れ
を
寺
家
用
途
・
寺
僧
得
分
に
も
振
り
分
け
る
流
れ
を
基
礎
付
け
た
。
し
か
し
、
円
照
の
こ
う
し
た
人
法
に
対
す
る
視

線
は
別
当
等
親
と
の
有
縁
関
係
に
規
定
さ
れ
る
側
面
を
有
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
円
照
の
画
期
性
は
定
親
と
の
有
縁
関
係
と
い
う
特
有
の
条
件
か
ら
現
れ

た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
造
営
料
国
の
富
が
寺
内
に
還
元
さ
れ
て
い
く
動
き
は
十
三
世
紀
後
半
に
は
定
着
し
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
よ
り
か
え
っ
て
寺
内
に

は
深
刻
な
対
立
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
「
関
東
止
住
名
誉
僧
」
の
大
勧
進
は
そ
の
よ
う
な
問
題
の
反
動
か
ら
要
請
さ
れ
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
三
巻
五
号
　
二
〇
［
O
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

中
世
東
大
寺
の
造
営
活
動
や
寺
院
知
行
国
（
造
営
料
国
）
の
展
開
を
考
え
る
上
で
、
東
大
寺
大
勧
進
の
問
題
を
考
究
す
る
こ
と
は
重
要
な
課

題
の
｝
つ
で
あ
る
。
東
大
寺
大
勧
進
と
は
、
平
家
の
南
都
焼
き
討
ち
で
壊
滅
し
た
東
大
寺
の
堂
塔
再
建
を
統
括
し
た
者
の
こ
と
で
、
そ
れ
に
任

じ
ら
れ
た
の
は
聖
や
禅
律
僧
と
い
っ
た
遁
世
の
勧
進
僧
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
基
本
的
に
東
大
寺
の
外
部
者
で
あ
り
な
が
ら
も
、
造
営
に
関
わ
る
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莫
大
な
富
（
利
権
）
の
管
理
・
運
用
を
一
任
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
そ
の
点
に
こ
そ
鎌
倉
期
の
大
勧
進
を
め
ぐ
る
矛
盾
が
存
在
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
期
の
大
勧
進
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
観
点
を
具
体
的
に
筋
立
て
て
深
め
て
い
く
よ
う
な
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

析
は
殆
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
永
村
眞
氏
に
よ
る
総
論
的
な
研
究
が
今
な
お
唯
～
の
成
果
と
い
え
る
。
永
村
氏
の
議
論
は
、
基
本
的
に
造
営
を

遂
行
す
る
大
勧
進
と
そ
の
受
益
者
で
あ
る
寺
僧
集
団
の
対
立
と
い
う
構
図
で
鎌
倉
期
の
状
況
を
捉
え
た
も
の
で
、
そ
の
一
応
の
帰
結
と
し
て
南

北
朝
初
期
の
戒
壇
院
に
よ
る
大
勧
進
職
の
世
襲
が
あ
っ
た
と
評
価
す
る
。
例
え
ば
、
氏
は
鎌
倉
期
の
大
勧
進
を
、
A
点
燈
・
行
勇
と
そ
の
門
弟
、

B
東
大
寺
律
院
（
戒
壇
院
・
新
撰
院
）
の
禅
律
僧
、
C
「
関
東
止
住
」
の
律
僧
、
D
「
住
京
黒
衣
」
の
禅
律
僧
、
E
そ
の
他
の
五
聖
に
分
類
し

た
上
で
、
各
群
が
交
互
に
現
れ
る
こ
と
を
、
試
行
錯
誤
の
中
で
大
勧
進
職
に
要
求
さ
れ
る
条
件
が
次
第
に
明
確
化
す
る
過
程
で
あ
っ
た
と
説
明

す
る
。
つ
ま
り
、
鎌
倉
期
は
大
勧
進
の
確
定
し
た
性
格
・
位
置
付
け
が
模
索
さ
れ
続
け
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
う
し
た
見
方
に
つ
い
て
は
次
の
点
で
問
題
を
残
し
て
い
る
。
ま
ず
一
つ
は
、
大
勧
進
と
寺
僧
集
団
の
対
立
と
い
う
単
純
化
し
た
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

図
で
あ
る
。
寺
僧
集
団
は
大
勧
進
と
対
立
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
逆
に
提
携
・
癒
着
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
一
方
だ
け
に
重
心
を
置
い
て
み

た
の
で
は
対
立
・
癒
着
の
位
相
を
構
造
的
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
固
定
的
な
図
式
か
ら
は
大
勧
進
の
性
格
が

変
容
し
て
い
く
過
程
を
動
態
的
に
捉
え
る
こ
と
も
困
難
と
な
る
。
大
勧
進
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
状
況
を
有
機
的
に
考
察
し
て
、
そ
の
推
移
を
歴

史
的
に
跡
付
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
造
営
料
国
と
寺
家
・
寺
僧
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
造
営
料
国
の
収
益
は
本
来
寺
内
財
政
に
は
組
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

そ
の
分
配
は
大
勧
進
の
専
権
事
項
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
末
期
に
な
る
と
惣
寺
が
正
税
の
運
用
に
介
入
す
る
な
ど
、
寺
内
財
源
化
（
翻

非
造
営
料
醇
化
）
の
方
向
へ
と
進
む
の
で
あ
る
。
鎌
倉
期
の
大
勧
進
を
過
渡
的
な
も
の
と
位
置
付
け
た
り
、
寺
僧
集
団
と
の
対
立
と
い
う
図
式

の
み
で
捉
え
た
り
す
る
の
で
は
、
こ
う
し
た
造
営
料
国
と
寺
家
・
寺
憎
と
の
関
係
が
深
化
し
て
い
く
こ
と
の
契
機
や
過
程
が
不
明
確
に
な
っ
て

　
　
　
　
　
⑤

し
ま
う
だ
ろ
う
。
造
営
料
国
の
富
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
対
寺
家
・
寺
僧
と
の
関
係
に
お
い
て
、
鎌
倉
期
の
大
勧
進
が
抱
え
て
い
た
構
造
的
な
矛
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東大寺大勧進円照の歴史的位置（小原）

盾
で
あ
り
、
そ
の
動
向
を
し
っ
か
り
と
押
さ
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
鎌
倉
期
に
お
け
る
東
大
寺
大
勧
進
の
変
容
過
程
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
本
来
造
営
冬
篭
に
不
関
与
で

あ
っ
た
寺
家
・
寺
僧
が
そ
こ
に
介
入
す
る
よ
う
に
な
る
契
機
の
解
明
を
課
題
と
し
た
い
。
具
体
的
な
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
円
照
の
存
在

に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
う
。
周
知
の
通
り
戒
壇
院
の
再
興
開
山
で
あ
る
円
照
は
、
旧
専
寺
僧
と
し
て
初
め
て
大
勧
進
に
就
い
た
人
物
で
、
そ

の
東
大
寺
と
の
由
緒
の
深
さ
か
ら
、
円
照
期
に
は
大
勧
進
と
寺
僧
集
団
の
距
離
が
大
幅
に
縮
ま
り
、
両
者
の
関
係
に
お
い
て
何
ら
か
の
画
期
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
予
測
が
立
つ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
大
勧
進
円
照
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
な
史
料
が
断
片
的
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
具
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
分
析
は
意
外
に
少
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
考
察
の
対
象
を
や
や
広
め
に
と
っ
て
、
以
下
の
三
点
に
つ
い
て
作
業
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
1
　
円
照
が
登
場
す
る
前
提
を
そ
の
前
史
の
中
に
探
る
。

　
　
1
　
造
営
料
国
の
収
益
に
対
す
る
円
照
の
施
策
と
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
皿
　
円
照
所
縁
の
人
々
の
動
き
の
中
か
ら
帰
納
的
に
彼
の
行
動
原
理
を
捉
え
て
い
く
。

　
以
上
の
点
を
通
じ
て
円
照
期
の
歴
史
的
位
置
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
の
一
連
の
流
れ
と
し
て
鎌
倉
後
期
へ
の
展
望
を
試
み
る
こ

と
に
よ
り
、
先
に
述
べ
た
課
題
へ
の
回
答
を
示
し
た
い
と
思
う
。
な
お
、
鎌
倉
中
期
以
降
の
東
大
寺
造
営
料
国
は
周
防
・
肥
前
の
二
ヶ
国
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

つ
た
が
、
特
に
重
視
さ
れ
、
東
大
寺
と
の
関
係
性
が
深
化
す
る
の
は
前
者
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
も
造
営
料
国
に
関
し
て
述
べ
る
際
は
主
に
周
防

国
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
く
。

①
近
年
、
重
画
期
を
中
心
に
し
た
大
勧
進
の
再
検
討
が
進
ん
で
い
る
。
主
な
も
の

　
は
、
上
横
手
雅
敬
「
東
大
寺
復
興
と
政
治
的
背
景
」
（
『
権
力
と
仏
教
の
中
世
史
』

　
法
蔵
館
、
二
〇
〇
九
年
）
、
横
内
裕
人
「
南
都
と
密
教
扁
・
「
字
源
の
勧
進
と
開

　
発
」
・
「
東
大
寺
の
再
生
と
重
源
の
勧
進
」
（
『
日
本
中
世
の
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
睡
塙

　
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）
、
拙
稿
瞥
鎌
倉
前
期
の
東
大
寺
再
建
と
周
防
国
」
（
『
南
都

　
仏
教
㎞
九
一
号
、
二
〇
〇
八
年
）
、
同
「
〈
重
源
遺
産
〉
そ
の
後
」
（
『
日
本
史
研

　
究
転
五
六
六
号
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
勧
進
の
研
究
と
い

　
う
面
で
は
部
分
的
な
域
を
出
な
い
。

②
永
村
「
東
大
寺
大
勧
進
職
の
機
能
と
性
格
扁
（
噸
中
世
東
大
寺
の
組
織
と
経
営
』

　
塙
書
房
、
　
一
九
八
九
年
中
。
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③
例
え
ば
大
勧
進
心
源
は
衆
徒
等
と
極
め
て
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
（
（
文
保
三

　
年
二
月
）
東
大
寺
衆
徒
等
起
請
、
東
大
寺
文
墨
一
ニ
ー
三
一
二
九
）
。
ま
た
、
聖

　
然
・
円
乗
も
導
僧
と
の
結
託
が
み
ら
れ
る
。

④
正
慶
二
年
四
月
二
十
六
日
東
大
寺
望
事
借
銭
状
案
（
東
大
寺
文
書
、
『
鎌
倉
遺

　
文
』
三
二
一
〇
八
号
）
。

⑤
同
じ
く
、
鎌
倉
後
期
の
大
勧
進
の
負
の
側
面
（
私
利
私
欲
や
権
力
と
の
癒
着
）

　
を
禅
律
僧
の
堕
落
と
い
う
一
般
論
で
説
明
す
る
の
で
は
、
寺
家
・
寺
僧
と
の
関
係

　
と
い
っ
た
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
い
、
大
勧
進
の
存
在
形
態
の

　
推
移
を
適
切
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
思
う
。

⑥
む
ろ
ん
、
大
勧
進
を
主
題
に
し
な
い
も
の
な
ら
ば
多
く
の
研
究
が
存
在
し
て
い

　
る
。
近
年
の
成
果
と
し
て
は
、
追
塩
千
尋
「
円
照
の
勧
進
活
動
と
浄
土
教
・
密

　
教
扁
（
北
海
学
園
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
『
年
報
新
入
文
学
㎞
四
号
、
二
〇
〇

　
七
年
）
が
あ
る
。

⑦
こ
の
点
は
東
大
寺
と
の
関
係
が
江
戸
時
代
ま
で
存
続
す
る
結
果
か
ら
し
て
も
明

　
ら
か
だ
ろ
う
。
近
代
ま
で
の
通
史
に
つ
い
て
は
、
三
坂
圭
治
『
周
防
国
府
の
研

　
究
軌
（
積
文
館
、
一
九
三
三
年
）
参
照
。
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一
　
円
　
照
　
以
　
前
一
建
仁
寺
禅
僧
に
よ
る
大
勧
進
の
相
承
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
重
源
没
後
の
東
大
寺
大
勧
進
は
、
表
1
に
あ
る
よ
う
に
ほ
ぼ
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
栄
西
・
行
勇
と
そ
の
門
弟
の
建
仁
寺
禅
僧
に
よ
っ
て
相
承

さ
れ
て
い
た
（
隆
々
・
定
流
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
そ
れ
故
に
円
照
の
大
勧
進
就
任
は
そ
う
し
た
補
任
慣
行
を
大
き
く
打
ち
破
る
出
来
事
だ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
円
照
が
登
場
し
て
く
る
背
景
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
経
緯
が
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
こ
に

は
大
勧
進
の
性
格
の
変
容
と
い
っ
た
問
題
も
絡
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
円
照
に
至
る
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
の
大
勧
進
の
性
質
や
存
在
形
態
の
推
移
を
跡
付
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
栄
西
以
下
の
建
仁
寺
禅
僧
は
持
律
を
重
ん
じ
な
が
ら
禅
密
兼
修
を
行
っ
て
お
り
、
顕
密
寺
院
社
会
の
沖
掛
と
は
一
線
を
画
す
遁
世
僧
的
な
存

在
形
態
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
あ
り
方
は
鎌
倉
中
期
以
降
に
大
勧
進
と
し
て
現
れ
る
円
照
な
ど
の
禅
律
僧
に
も
近
似
す
る
も
の
で
、
大
ま
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
う
と
栄
西
以
降
の
大
勧
進
は
禅
律
僧
と
い
っ
た
共
通
の
枠
組
み
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
当
該
期
の
大
勧
進
を
そ
う
し
た
禅
律
僧
や
、
あ
る
い
は
建
仁
寺
禅
僧
と
い
っ
た
共
通
項
で
括
っ
て
評
価
す
る
の
み
で
は
、
か
え
っ

て
重
要
な
問
題
を
見
逃
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
同
じ
く
禅
律
僧
に
含
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
建
仁
等
禅
僧
と
円
照
以
降
の

禅
律
僧
の
大
勧
進
と
で
は
大
き
く
異
な
る
点
が
見
出
さ
れ
る
し
、
ま
た
建
仁
寺
禅
僧
に
つ
い
て
も
全
員
を
一
括
り
に
し
て
性
格
付
け
す
る
に
は
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困
難
な
側
面
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
具
体
相
を
み
る
こ
と
を
通
じ
て
、
大
勧
進
の
あ
り
方
の
変
容
を
捕
捉
し
て
い
き
た
い
。

　
歴
代
大
勧
進
の
中
で
建
仁
寺
禅
僧
に
だ
け
み
ら
れ
る
特
徴
に
、
僧
綱
位
の
所
持
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
～
般
に
僧
位
僧
官
は
顕
密
寺
院

社
会
の
交
衆
を
秩
序
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
し
が
ら
み
か
ら
離
れ
、
圏
家
的
（
公
的
）
仏
事
の
公
署
に
預
か
る
こ
と
の
な
か
っ
た
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

や
禅
律
僧
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
無
用
の
も
の
で
あ
っ
た
。
当
然
そ
の
こ
と
は
遁
世
僧
で
あ
っ
た
蒸
溜
に
も
当
て
は
ま
る
は
ず
だ
が
、
し
か
し

劇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彼
と
そ
の
門
下
三
江
位
を
回
る
と
い
う
特
暴
存
在
形
態

表1　「周防国吏務代々過現名帳」にみえる13世紀の「国司造東プ

国司造東

蜴
分類 在　任　期　間 備　　考

重源 E 養和元年（1181）一建永元年（1206）

栄西 A 建永元年（1206）一建保3年（ユ2ユ5） 建仁寺開山

行勇 A 建保3年（1215）一仁治2年（1241） 建仁寺住持

円琳 A イニニ評台年中　　　　　　　　　一寛元4年　　（1246） 建仁寺住持

【隆禅】 金剛三昧院佳持

【定親】 東大寺別当

慶竪 A 建長元年（1249＞一 建仁寺住寺

円審 A 建長3年（1251）一 建仁寺長老

了心 A 建長7年（1256）一正嘉元年（1257） 建仁寺住寺

円照 B 正嘉元年（1257）一文永8年Q271） 戒産院再興開山

円盆 E 文永8年（1271）一建治3年（1277） 東福寺開山

占守 B 建治3年（1277）一弘安5年（1282） 新禅院開111

聖節 B 弘安5年（1282）一正応2年（1289） 新書院住持

円乗 D 正応2年（1289）一 栖霞寺長老

忍性 C 永仁元年（1293）一永仁6年（1298） 極楽寺長老

心恵 C 永仁6年（1298）一嘉元4年（13G5） 覚薗寺長老

重源・栄西はf国司造東大寺」の表部分にはないが、馬入した。

分類はヂはじめに」で述べた永村氏のものを用いた（ただし円爾・円乗は改めた）。

隆禅・定親は大勧進ではないので【　】に入れた。

在任期間は他の史料の鯖報も加味して判断した。

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
重
源
や
円
照
以
降
の
大
勧
進

と
は
大
き
く
異
な
る
特
質
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
表
2
は
史
料
に
み
え
る
建
仁
寺
禅
憎
の
大
勧
進
の
呼
称
を
摘
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
不
明
な
点
の
多
い
円
審
を
除
く
と
、
官
位
に

高
下
は
あ
る
も
の
の
、
彼
等
が
～
様
に
僧
位
僧
官
を
有
し
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
う
ち
栄
西
の
権
僧
正
は
異
例
と
し
て

も
、
栄
西
・
行
勇
・
了
心
は
法
印
に
ま
で
昇
叙
し
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
叙
任
が
成
功
の
類
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
ま
た
、
仏
師

の
叙
位
の
ご
と
く
造
営
の
賞
と
み
る
の
も
、
重
源
・
文
覚
・
鍵
阿

等
の
ケ
ー
ス
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
や
は
り
無
理
が
あ
る
。
結
局
、

栄
西
を
は
じ
め
と
す
る
建
仁
寺
禅
僧
の
叙
任
は
通
常
の
ル
ー
ト
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
別
の
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
大
師
号
問
題
に
端
的
な
よ
う
に
、
王
権
へ
の
接
近
と
い

う
栄
西
の
志
向
性
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
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表2　建仁寺禅僧の大勧進の呼称

栄西 （阿閣梨伝燈大法等位）

t上々人御房

t上律師御坊
h西法印
O一正法印大和尚位栄西

行勇 （法橋上人位行勇）

糟ｵ房律師御房
s勇僧都禅房
糟ｵ房法印御房

円琳 （一乗房阿閣梨）

倦蜴尅蜉ｩ進円心法眼

慶竪 御穏代法眼御房

ｺ琳房法眼御房

円審 東大寺勧進聖入学審

二心 （般若房律師）

ｹ心法印

（）は大勧進就任以前のもの。

出典　「東大寺大勧進文書集」・r興禅護国論」

　　　「周防国吏務代々過現名帳」

　　　「東大寺文書」・r吾妻鏡』

点
は
大
勧
進
の
問
題
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
こ
よ
う
。

　
例
え
ば
栄
西
は
大
勧
進
に
な
っ
て
程
な
く
権
律
師
に
任
じ
ら
れ
た
と

　
　
⑦

思
わ
れ
、
そ
の
就
任
が
任
官
の
契
機
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

特
に
彼
は
七
十
歳
近
く
に
な
っ
て
か
ら
の
任
継
で
あ
り
、
そ
の
後
の
昇

進
も
急
激
で
あ
る
。
承
元
三
年
（
　
二
〇
八
）
に
「
国
王
の
氏
寺
」
法

勝
寺
の
九
重
塔
造
営
を
担
当
し
た
こ
と
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
栄
西
は

か
な
り
積
極
的
に
王
権
に
接
触
し
て
い
き
、
僧
綱
位
や
法
勝
寺
造
塔
奉

行
の
ポ
ス
ト
な
ど
を
得
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
東
大

寺
大
勧
進
は
そ
う
し
た
王
権
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
の
始
点
に
位
置
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
大
勧
進
ポ
ス
ト
自
体
、
重
源
没
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
は
い
っ
た
ん
消
滅
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
再
置
に
は
島
西
の
強
い
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
点
で
栄
西
の
大
勧

進
就
任
に
は
極
め
て
高
い
政
治
性
が
具
わ
っ
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
栄
西
の
こ
の
よ
う
な
志
向
性
が
こ
の
時
期
の
大
勧

進
の
あ
り
方
を
大
き
く
規
定
す
る
要
素
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
一
方
、
行
勇
も
大
勧
進
に
就
任
し
て
す
ぐ
に
権
律
師
に
任
じ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
暫
く
は
官
位
に
変
化
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
講
堂
造
営
の

本
格
化
と
合
わ
せ
て
僧
都
・
法
印
へ
と
昇
っ
て
お
り
、
法
勝
寺
九
重
塔
の
修
造
を
奉
行
し
た
点
で
も
、
栄
西
と
重
な
る
と
こ
ろ
は
多
い
。
行
勇

は
後
高
倉
上
皇
皇
子
の
尊
性
法
墾
と
親
し
い
繋
が
り
が
確
認
で
栖
彼
を
通
じ
て
王
家
と
の
パ
イ
プ
が
保
持
さ
れ
て
い
た
も
の
と
直
心
わ
れ
る
・

　
し
か
し
、
そ
の
門
弟
の
代
に
な
る
と
様
相
は
少
し
異
な
っ
て
く
る
。
慶
竪
・
急
心
は
大
勧
進
就
任
以
前
よ
り
法
眼
・
律
師
で
あ
っ
た
し
、
大

勧
進
に
は
就
い
て
い
な
い
栄
西
資
の
栄
朝
（
上
野
至
聖
開
山
）
も
権
律
師
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
如
・
彼
等
が
藩
札
や
行
勇
の
よ
う
に

王
権
と
直
接
的
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
保
っ
て
い
た
様
子
は
窺
え
ず
、
そ
の
叙
任
に
は
師
僧
と
の
関
係
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
と
考
烹
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
禅
密
兼
修
の
栄
西
・
行
勇
の
門
弟
が
師
僧
に
倣
っ
て
密
教
僧
と
し
て
僧
綱
位
を
得
る
と
い
う
ル
ー
ト
が
、
栄
西
・
行
勇
に
よ
っ
て
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作
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
師
僧
に
倣
う
と
い
っ
た
形
式
の
踏
襲
性
は
、
単
に
僧
綱
位
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
栄
西
・
行
勇
の
門
弟
が
大
勧
進
を
占
有
す
る

こ
と
の
状
況
説
明
と
し
て
も
通
用
す
る
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
栄
西
・
行
勇
の
二
代
を
通
じ
て
建
仁
寺
禅
僧
が
大
勧
進
に
な
る
こ
と
が
既
成
事
実
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
、
そ
の
相
承
が
慣
例
と
し
て
定
着
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
大
勧
進
の
人
的
供
給
源
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
論
理
的

に
は
、
個
々
の
僧
侶
の
勧
進
能
力
や
資
質
が
相
対
的
に
問
題
と
さ
れ
な
い
ま
ま
、
慣
例
的
な
補
任
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
必
然
化
さ
せ
て
い
く
で

あ
ろ
う
。
い
う
な
れ
ば
、
重
源
や
栄
西
・
行
勇
と
は
対
照
的
に
大
勧
進
の
没
個
性
化
が
進
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
大
勧
進
の
没
個
性
化
と
い
う
点
を
象
徴
的
に
示
す
の
が
任
限
の
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
以
前
に
論
じ
た
よ
う
に
、
当
初
の
東
大
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

大
勧
進
は
重
源
｝
代
限
り
の
も
の
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ポ
ス
ト
は
重
源
の
人
格
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
彼
は
か

な
り
高
齢
に
達
し
て
も
辞
す
る
こ
と
な
く
終
身
そ
の
任
か
ら
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
栄
西
・
行
勇
に

つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
両
者
も
没
す
る
ま
で
大
勧
進
の
ま
ま
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
初
期
三
代
の
大
勧
進
は
あ

た
か
も
終
身
官
の
ご
と
き
様
相
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
造
営
事
業
と
の
関
係
か
ら
捉
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
被
二
　
論
旨
一
僻
、
東
大
寺
勧
進
所
申
周
防
国
新
説
庄
保
事
、
富
海
・
大
前
新
庄
・
大
野
本
郡
・
音
黒
本
郡
・
上
得
地
・
束
荷
已
上
六
箇
所
、
東
大
寺
造
営
之

　
間
、
所
レ
被
レ
返
一
丁
国
衛
一
也
、
深
二
無
量
之
御
願
納
有
二
依
レ
請
之
　
勅
許
一
七
重
宝
塔
・
三
面
僧
房
・
大
講
堂
已
下
所
々
、
相
訓
励
土
木
之
忠
勤
↓
宜
レ
終
二
早

　
速
之
殊
功
　
者
、
　
総
旨
如
レ
此
、
悉
レ
之
、
以
状
、

　
　
　
貞
永
元
年
七
月
三
日
　
　
　
　
　
中
宮
大
進
在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
行
勇
権
僧
都
禅
房

　
寛
喜
三
年
（
＝
ご
三
）
三
月
、
周
防
国
が
造
営
料
国
と
し
て
東
大
寺
に
寄
せ
ら
れ
た
。
国
務
で
あ
っ
た
行
勇
は
早
速
に
蔓
立
荘
保
の
顛
倒

を
朝
廷
に
求
め
、
そ
れ
を
認
可
し
た
の
が
こ
の
後
堀
河
天
皇
論
旨
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
六
ヶ
所
の
新
譜
正
保
に
つ
き
「
東
大
寺
造
営
之
間
、
所
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レ
被
レ
返
コ
付
国
衙
【
也
」
と
み
え
る
が
、
こ
の
時
に
同
じ
く
国
衙
に
付
け
ら
れ
た
北
白
河
払
腰
末
武
領
で
も
「
但
造
畢
之
後
者
、
如
レ
元
塩
レ
為
二

　
⑮

御
領
こ
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
所
領
が
造
営
期
間
に
限
っ
て
国
衙
に
返
付
さ
れ
る
約
東
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
新
塚
荘
保
の
顛

倒
が
有
限
措
置
に
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
が
示
す
の
は
、
西
塔
・
三
面
僧
房
・
講
堂
等
の
伽
藍
中
枢
施
設
が
完
成
さ
え
す
れ
ば
、
周
防
国
は
造
営
料
国
で
な
く
な
る
と
い
う

単
純
な
事
実
で
あ
る
。
造
国
が
造
営
堂
舎
の
完
成
を
も
っ
て
収
公
さ
れ
る
の
は
当
時
の
一
般
的
な
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
造
営
の
た
め

に
国
衙
に
付
け
ら
れ
た
新
立
仁
保
も
顛
倒
の
理
由
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
本
主
に
返
す
の
が
筋
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
顛
倒
措
置
の
有
限
規

定
は
、
こ
の
よ
う
に
造
営
料
国
が
有
期
的
で
あ
っ
た
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。

　
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
有
期
的
と
い
う
性
質
が
そ
の
ま
ま
大
勧
進
に
も
結
び
付
く
も
の
だ
と
い
え
る
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
大
勧
進
は

東
大
寺
再
建
が
果
た
さ
れ
れ
ば
そ
の
役
目
を
終
え
る
の
で
あ
り
、
代
々
続
く
よ
う
な
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
本
来
的

に
は
一
人
の
大
勧
進
の
手
に
よ
る
早
急
な
完
遂
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
交
替
U
見
任
の
死
な
ど
は
予
期
せ
ぬ
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
事
態
だ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
重
源
や
栄
西
・
行
勇
が
結
果
的
に
終
身
官
の
ご
と
く
み
え
る
の
は
、
造
営
事
業
の
思
わ
ぬ
長
期
化
で
大
勧
進
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
に
造
営
が
長
引
く
中
で
も
大
勧
進
の
改
替
と
い
う
こ
と
は
全
く
問
題
と
し
て
浮
上
し

て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
彼
等
の
手
腕
に
対
す
る
事
々
の
期
待
が
な
お
も
高
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
重
源
か
ら
行
勇
ま
で
は

個
々
の
勧
進
能
力
が
第
一
に
重
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
分
だ
け
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
や
志
向
性
が
大
勧
進
の
あ
り
方
に
反
映
し
や
す
か
っ
た
と
み

な
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
行
勇
の
後
に
な
る
と
そ
う
し
た
点
に
変
化
が
生
じ
る
。
行
勇
の
後
任
で
あ
る
軍
事
は
後
述
の
通
り
存
命
中
に
大
勧
進
職
を
解
か

れ
て
い
る
し
、
十
三
世
紀
後
半
に
は
円
照
・
円
爾
・
聖
守
・
確
然
・
円
乗
・
忍
性
の
例
の
ご
と
く
没
年
以
前
に
職
を
去
る
こ
と
が
既
に
常
態
化

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
了
心
の
よ
う
に
在
任
中
に
死
去
し
た
例
も
あ
る
と
は
い
え
、
大
勧
進
の
交
替
が
見
任
の
死
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と

は
基
本
的
に
な
く
な
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
は
目
下
の
造
営
活
動
が
下
火
に
な
る
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
勧
進
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僧
の
造
営
手
腕
に
重
き
を
置
く
か
つ
て
の
よ
う
な
大
勧
進
の
任
用
が
空
洞
化
し
つ
つ
あ
っ
た
状
況
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ

と
が
大
勧
進
の
没
個
性
化
と
表
裏
の
事
象
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
思
う
。

　
実
際
、
円
琳
期
に
は
そ
う
し
た
状
況
を
示
唆
す
る
よ
う
な
大
勧
進
の
変
則
的
な
あ
り
方
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
a
東
大
寺
勧
進
職
史
論
・
隆
禅
相
互
不
和
間
、
被
レ
下
識
遣
庁
官
の
被
レ
検
上
封
庫
蔵
論
去
夜
警
レ
下
二
院
宣
の
（
『
民
経
記
㎏
寛
元
四
年
四
月
七
日
条
）

　
b
東
大
寺
大
勧
進
円
琳
井
門
昌
運
教
造
寺
用
途
事
、
二
更
レ
尋
一
定
済
僧
都
｝
由
、
被
レ
下
二
院
宣
ハ
大
府
卿
奉
書
、
（
同
四
月
十
五
日
条
）

　
c
東
大
寺
勧
進
職
未
レ
定
間
、
両
国
可
レ
被
レ
仰
綴
付
定
親
法
務
一
之
由
、
院
宣
到
来
、
大
蔵
卿
奉
書
、
（
同
五
月
二
十
一
日
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

こ
れ
は
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
に
造
東
大
寺
長
官
で
あ
っ
た
勘
解
小
路
経
光
の
日
記
の
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
円
琳
が
存
命
に
も
拘
わ
ら

ず
大
勧
進
を
退
い
た
の
は
、
隆
禅
と
の
対
立
に
原
因
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
隆
禅
に
つ
い
て
は
、
「
花
宮
山
阿
弥
陀
寺
開
基
代
々
国
司

⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
力
）

職
」
に
「
依
レ
為
二
乗
坊
弟
子
《
被
レ
護
二
国
司
職
一
」
と
あ
る
点
と
。
の
ご
と
き
結
果
か
ら
判
断
す
る
と
、
～
乗
坊
1
1
円
琳
の
後
任
で
あ
っ
た

の
で
は
な
く
、
彼
に
代
わ
っ
て
周
防
国
の
知
行
を
担
当
し
て
い
た
と
み
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
隆
禅
が
い
っ
か
ら
周
防
国
に
関
与
し
始
め
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
非
建
仁
寺
禅
僧
の
彼
を
歴
代
大
勧
進
に
数
え
る
の
は
誤
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
う
す
る
と
、
円
春
期
に
は
大
勧
進
で
な
い
者
が
造
営
料
国
を
知
行
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
に
な
い
形
態
が
出
現
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
ど

う
も
こ
う
し
た
特
異
な
体
制
は
円
琳
の
就
任
当
初
よ
り
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
　
東
大
響
大
勧
進
円
琳
法
眼
申
周
防
国
務
事

　
右
、
任
二
重
源
上
人
井
葉
上
僧
正
・
行
勇
法
印
三
代
之
例
↓
可
レ
致
二
沙
汰
一
之
状
、
依
二
鎌
倉
殿
仰
の
下
知
如
レ
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
　
寛
元
々
年
五
月
十
二
日
　
　
　
　
　
左
近
将
監
平
在
判

　
大
勧
進
が
そ
の
任
初
に
あ
た
り
、
造
営
料
国
の
国
務
を
保
障
す
る
関
東
下
知
状
な
ど
の
文
書
を
幕
府
か
ら
引
き
出
す
こ
と
は
、
鎌
倉
中
期
に

は
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
下
知
状
も
二
軍
の
就
任
に
よ
っ
て
申
し
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
対
象
が
周

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

防
国
の
み
で
、
肥
前
国
が
入
っ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
幕
府
が
こ
の
種
の
文
書
を
周
防
と
肥
前
と
で
別
々
に
作
成
し
て
い
た
可
能
性
は
低
く
、
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円
琳
は
当
初
よ
り
造
営
料
国
の
う
ち
周
防
国
の
み
を
知
行
し
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
肥
前
国
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
上
に
み
て
き
た
経
緯
か
ら
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
隆
禅
が
管
轄
し
て
い
た
と
み
る
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鎮
西
に
は
隆
禅
が
長
老
で
あ
っ
た
高
野
山
金
剛
三
昧
院
の
筑
前
国
粥
田
荘
が
あ
り
、
両
所
を
一
括
的
に
知
行
し
た
な

ら
ば
、
所
領
経
営
や
年
貢
運
送
の
面
で
利
便
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
円
琳
が
そ
の
後
に
周
防
国
を
隆
禅
に
委
ね
た
の
も
、
彼
が

既
に
造
営
料
国
の
知
行
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
り
、
そ
の
上
で
貢
納
業
務
の
効
率
化
を
企
図
し
て
知
行
主
体
の
＝
兀
化
が
行

わ
れ
た
と
み
る
の
が
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
円
田
期
に
は
大
勧
進
が
～
元
的
に
両
国
を
管
領
す
る
原
則
が
破
ら
れ
、
分

掌
的
な
知
行
体
制
が
採
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
変
則
的
な
知
行
体
制
は
、
恐
ら
く
円
琳
・
隆
禅
が
案
出
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
行
勇
の
構
想
に
従
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
行
勇
は
大
勧
進
に
付
随
す
る
権
益
を
栄
西
資
の
円
琳
と
行
勇
資
の
隆
禅
で
分
け
合
う
よ
う
に
予
め
定
め
置
い
て
い
た
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
建
仁
寺
禅
僧
が
大
勧
進
を
相
承
す
る
と
い
う
原
則
は
守
り
つ
つ
も
、
そ
の
権
益
の
一
部
を
非
建
仁
寺
禅
僧
の
門
弟
に
も
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

け
与
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
無
用
な
相
続
争
い
が
起
こ
る
の
を
抑
止
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
大
勧
進

相
承
の
問
題
が
既
得
権
益
を
保
持
・
分
配
す
る
手
段
へ
と
綾
小
化
し
て
い
た
様
相
を
み
て
と
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
う
。
こ
う
し
た
栄
西
・
行

勇
門
下
に
よ
る
大
勧
進
利
権
の
相
伝
化
1
1
占
有
化
と
い
う
趨
勢
が
、
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
よ
う
な
大
勧
進
の
変
質
1
1
没
個
性
化
と
し
て
現
象

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
隆
禅
と
と
も
に
定
親
も
大
勧
進
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
c
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
定
親
は
大
勧
進
未
補
の
間
、
東
大
寺
別
当
と

し
て
両
圏
を
預
か
っ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
彼
が
大
勧
進
に
就
い
た
事
実
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
一
時
的
に
で
は
あ
れ
、

寺
家
政
所
が
造
営
料
国
の
収
益
を
直
接
的
に
管
轄
す
る
体
制
が
で
き
た
こ
と
は
、
以
後
の
大
勧
進
の
展
開
を
み
る
上
で
も
少
な
か
ら
ぬ
意
味
を

有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
鎌
倉
前
期
の
東
大
寺
で
は
、
堂
塔
再
建
な
ど
の
造
営
事
業
は
大
勧
進
（
勧
進
所
）
が
行
う
　
方
、
既
存
の
堂
舎
や
築
垣
等
の
修
理
・
修
築
・
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メ
ン
テ
ナ
ン
ス
と
い
っ
た
日
常
的
な
修
造
は
寺
家
政
所
が
担
う
体
綱
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
定
親
に
よ
る
両
国
の
知
行
は
、
造
営
と
修
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
指
揮
権
が
＝
兀
化
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
造
営
料
国
の
貢
納
物
1
1
造
営
用
途
を
修
造
の
方
に
も
充
当
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
十
三
世
紀
後
半
に
は
勧
進
所
の
活
動
が
伽
藍
の
造
営
か
ら
寺
内
所
々
の
修
造
の
方
に
重
心
を
移
し
て
い
く
。
そ
の

端
緒
は
別
当
定
親
の
国
務
と
い
う
特
殊
事
情
に
求
め
る
の
が
状
況
と
し
て
は
妥
当
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
大
勧
進
を
介
さ
ず
に
造
営
君
国
の
収
益
を
直
接
寺
内
に
吸
い
上
げ
、
造
営
以
外
の
用
途
に
も
融
通
し
得
る
体
制
が
現

れ
た
こ
と
は
、
そ
の
財
源
と
し
て
の
意
義
を
改
め
て
寺
内
客
衆
に
喚
起
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
ろ
う
。
い
う
な
れ
ば
、
別
当
定
親
の
国
務
と
い

う
異
例
の
事
態
が
造
営
料
国
と
寺
家
・
寺
僧
と
の
関
係
を
深
め
て
い
く
契
…
機
に
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
定
親
の
国
務
は
一
時
的
な
措
置
で
あ
り
、
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
に
は
慶
竪
が
大
勧
進
と
な
っ
た
。
建
仁
寺
禅
僧
に
よ
る
大
勧

進
の
相
承
と
い
う
守
旧
的
な
慣
行
の
強
固
さ
が
窺
わ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
単
に
元
の
状
態
に
戻
っ
た
と
み
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。

早
く
も
建
長
三
年
に
は
東
大
寺
衆
徒
が
大
勧
進
円
球
の
停
廃
を
朝
廷
に
訴
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
単
二
不
当
円
萱
屋
勧
進
職
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

レ
寺
能
治
昌
慶
・
西
幸
之
間
、
欲
レ
被
レ
撰
訓
補
之
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
僧
名
を
挙
げ
て
大
勧
進
交
替
を
迫
っ
て
い
る
。
昌
慶
・
西
幸
が
建
仁

寺
と
は
無
関
係
で
あ
る
点
と
、
寺
僧
側
に
都
合
の
い
い
人
材
を
推
挙
し
て
い
る
点
が
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
全
く
新
し
い
状
況
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
衆
徒
の
動
き
が
出
て
く
る
背
景
と
し
て
、
造
営
料
亭
の
収
益
を
直
接
的
に
寺
内
に
還
元
で
き
た
別
当
定
窯
に
よ
る
国
務
が
あ
っ
た
事
実

は
や
は
り
重
い
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
こ
の
時
の
円
葉
の
改
替
は
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
建
長
七
年
忌
は
大
勧
進
は
漏
話
に
交
替
し
た
。
そ
し
て
、
彼
が
栄
西
・
行
勇
門
下
で

最
後
の
大
勧
進
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
了
心
は
栄
西
以
来
の
黄
竜
派
の
宗
風
を
兼
修
禅
か
ら
純
粋
禅
の
方
へ
と
改
め
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り

顕
密
仏
教
的
な
体
制
秩
序
と
も
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
建
仁
寺
禅
僧
が
大
勧
進
か
ら
離
れ
る
背
景
の
一
つ
に
は
、
恐
ら

く
そ
う
し
た
こ
と
の
影
響
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
了
心
が
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
七
月
二
十
七
日
に
没
し
、
そ
の
二
ヶ
月
後
に
は
「
東
大
寺

勧
進
三
論
申
二
暴
状
一
之
問
、
宣
下
了
三
焦
レ
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
実
相
房
1
1
円
照
が
大
勧
進
に
補
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
『
経
俊
卿
記
』
同
年
八
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月
七
日
・
九
月
三
十
日
条
）
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
円
照
が
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
登
場
す
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
必
ず
し
も
偶
然
と
ば
か
り
は
い
え
な
い

側
面
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
円
照
の
就
任
は
女
親
の
国
務
や
再
審
改
替
問
題
と
い
っ
た
一
連
の
流
れ
に
位
置
付
け
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
別
当
定
親
に
よ
る
造
営
黒
黒
の
知
行
を
経
験
し
て
以
降
、
そ
の
財
源
と
し
て
の
意
義
に
注
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
始
め
た
東
大
寺
側
の
主
体
的
な
動
き
が
、
専
用
寺
僧
で
あ
る
円
照
の
よ
う
な
存
在
を
引
き
出
す
こ
と
を
必
然
化
さ
せ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
鎌
倉
前
期
の
東
大
春
大
勧
進
は
建
仁
寺
禅
僧
の
占
有
に
よ
っ
て
没
個
性
的
な
利
権
対
象
へ
と
変
質
し
て
い
き
、
そ
の
積
極
的
な
存
在
意
義
は

薄
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
定
親
の
国
務
を
～
つ
の
契
機
と
し
て
東
大
寺
側
が
そ
れ
を
位
置
付
け
直
そ
う
と
動
い
た
結
果
が
、
円
照
の
補

任
と
い
う
結
果
に
帰
着
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
造
営
料
国
の
窟
を
め
ぐ
る
問
題
は
大
勧
進
円
照
に
と
っ
て
必
然
的
な
課
題
と
し
て
存

在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

①
建
仁
寺
禅
僧
（
黄
竜
派
）
の
大
勧
進
に
つ
い
て
は
、
葉
貫
磨
哉
「
平
安
仏
教
と

　
黄
竜
派
の
発
展
扁
（
『
中
世
禅
林
成
立
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）

　
に
概
略
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
門
周
防
国
吏
務
代
々
過
現
名

　
帳
」
（
『
山
口
県
史
』
史
料
編
申
世
1
）
の
記
載
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

②
近
年
、
「
東
大
毒
大
黒
四
文
前
集
」
や
そ
の
証
本
で
あ
る
千
載
家
貫
目
文
書
が

　
紹
介
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
栄
耀
・
行
勇
期
の
具
体
相
の
解
明
が
進
み
つ
つ
あ
る
。

　
主
な
も
の
と
し
て
は
、
横
内
裕
人
「
新
出
千
載
家
文
書
に
み
る
造
東
大
寺
大
勧
進

　
と
鎌
倉
幕
府
」
（
前
掲
著
書
収
載
）
、
吉
規
聡
・
遠
藤
基
郎
・
小
原
嘉
記
「
「
東
大

　
寺
大
勧
進
文
書
集
」
の
研
究
」
（
『
平
蕪
仏
教
嚇
九
一
号
、
二
〇
〇
八
年
）
、
畠
山

　
聡
門
鎌
倉
初
期
の
造
東
大
寺
大
勧
進
と
周
防
国
の
経
営
」
（
『
鎌
倉
勲
爵
研
究
隔
二

　
四
号
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
円
照
に
い
た
る
ま
で
の
過
程
は
い
ま

　
だ
不
鮮
明
な
ま
ま
で
あ
る
。

③
永
村
奨
「
東
大
寺
大
勧
進
職
の
機
能
と
性
格
偏
（
前
掲
）
。

④
船
岡
誠
「
栄
西
に
お
け
る
兼
修
禅
の
性
格
」
（
高
木
豊
・
小
松
邦
彰
編
『
鎌
倉

　
仏
教
の
諸
相
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
〉
、
追
書
千
尋
「
勧
進
聖
と
し
て
の

　
栄
西
」
（
北
海
学
園
大
学
文
学
研
究
科
『
年
報
新
人
文
学
撫
二
号
、
二
〇
〇
五
年
）
。

⑤
こ
の
点
は
、
東
福
寺
禅
僧
が
当
初
よ
り
門
永
可
絶
綱
位
・
四
囲
之
希
望
」
（
建

　
長
二
年
十
～
月
日
九
条
道
家
惣
処
分
状
、
九
条
家
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
㎞
七
二
五

　
〇
号
）
と
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
比
べ
る
と
明
ら
か
だ
ろ
う
。

⑥
船
霧
島
「
栄
西
に
お
け
る
兼
修
禅
の
性
格
」
（
前
掲
）
は
、
栄
西
の
叙
任
を
僧

　
綱
制
の
弛
緩
に
求
め
る
が
、
重
患
等
の
著
名
な
勧
進
聖
や
他
の
遁
世
僧
に
同
様
の

　
現
象
が
み
ら
れ
な
い
点
か
ら
す
る
と
、
妥
当
な
理
解
と
は
い
え
な
い
。

⑦
栄
西
が
権
律
師
に
な
っ
た
の
は
建
永
元
年
十
月
か
ら
建
暦
元
年
八
只
の
間
に
絞

　
ら
れ
る
（
「
「
東
大
寺
大
勧
進
文
害
集
」
の
並
在
」
（
前
掲
）
一
八
三
頁
参
照
）
。

⑧
拙
稿
「
〈
重
源
遺
産
〉
そ
の
後
」
（
前
掲
）
。

⑨
建
保
三
年
十
月
十
五
日
太
政
官
符
案
に
は
「
法
橋
上
人
位
行
勇
」
、
（
建
保
四

　
年
）
五
月
二
十
四
日
掛
大
史
小
槻
国
難
書
状
案
に
は
「
庄
厳
坊
律
師
御
房
漏
と
あ

　
り
、
こ
の
間
に
任
官
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
建
保
四
年
八
月
六
日
将
軍
源
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東大奪大勧進円照の歴史的位置（小原）

　
実
朝
家
政
所
下
文
案
に
は
「
法
橋
行
勇
」
と
み
え
る
が
、
こ
れ
は
当
該
文
書
が
前

　
年
の
官
符
の
施
行
文
書
で
あ
る
た
め
、
官
符
の
記
載
を
故
意
に
は
改
め
ら
れ
な
か

　
つ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
「
東
大
寺
大
勧
進
文
書
集
」
二
〇
・
一
二
〇
・

　
三
一
号
）
。

⑩
（
天
福
二
年
）
五
月
四
日
素
性
法
親
王
書
状
（
真
経
寺
所
蔵
法
華
経
紙
背
文
書
、

　
噸
鎌
倉
遺
文
』
四
六
六
〇
号
）
な
ど
。

⑪
宝
治
元
年
七
月
十
四
日
長
楽
主
持
住
職
補
任
状
（
長
楽
寺
文
書
、
『
鎌
倉
遺

　
文
撫
六
八
五
四
号
）
。

⑫
永
村
氏
は
大
勧
進
と
幕
府
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
幕
府
の
意
向

　
が
働
い
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

⑬
拙
稿
又
重
源
遺
産
〉
そ
の
後
」
（
前
掲
）
。

⑭
貞
永
元
年
七
月
三
日
後
堀
河
天
皇
論
旨
案
（
「
口
宣
論
旨
院
宣
御
教
書
案
」
）
。

⑮
貞
永
元
年
七
月
二
十
八
B
関
東
下
知
状
案
（
「
東
大
寺
大
勧
進
文
書
集
」
六
三

　
号
）
。

⑯
こ
れ
に
関
連
す
る
史
料
と
し
て
、
『
黄
葉
記
㎞
寛
元
四
年
四
月
一
日
条
・
同
十

　
二
日
条
・
同
十
七
日
条
・
閏
四
月
二
十
八
日
章
・
五
月
二
十
一
日
条
も
参
照
。

⑰
州
山
口
県
史
㎞
史
料
編
申
世
ユ
。

⑱
吉
川
聡
・
小
原
嘉
記
「
「
東
大
寺
大
勧
進
文
書
集
偏
の
書
誌
的
考
察
」
（
『
南
都

　
仏
教
㎞
九
一
号
、
二
〇
〇
八
年
）
で
は
、
「
東
大
寺
大
勧
進
文
書
集
」
に
隆
禅
・

　
定
親
関
係
の
文
書
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
非
建
仁
寺
僧
と
い
う
点
に
理

二
　
大
勧
進
円
照
と
造
営
料
国

　
由
を
求
め
た
が
、
む
し
ろ
彼
等
が
大
勧
進
で
は
な
か
っ
た
か
ら
と
捉
え
る
の
が
よ

　
り
合
理
的
な
解
釈
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

⑲
寛
元
元
年
五
月
十
二
日
関
東
下
知
状
案
（
「
東
大
寺
大
勧
進
文
書
集
」
コ
号
）
。

⑳
任
初
の
殺
生
禁
断
令
で
は
、
朝
廷
で
周
防
・
肥
前
の
二
通
分
の
官
宣
旨
が
作
ら

　
れ
た
場
合
で
も
、
幕
府
は
一
通
の
関
東
下
知
状
で
施
行
を
行
っ
て
い
る
（
「
東
大

　
寺
大
勧
進
文
書
集
」
｝
＝
・
四
三
・
四
七
号
）
。
ま
た
、
国
務
関
係
で
も
両
国
を

　
一
通
に
ま
と
め
た
関
東
下
知
状
を
下
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
「
東
大
寺

　
大
勧
進
文
書
集
」
一
一
号
）
。

⑳
　
隆
禅
と
高
野
山
金
剛
三
昧
院
に
つ
い
て
は
、
原
田
正
俊
「
高
野
山
金
剛
三
昧
院

　
と
鎌
倉
幕
府
」
（
大
隅
和
雄
編
『
仏
法
の
文
化
史
撫
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三

　
年
）
参
照
。

⑫
結
果
と
し
て
円
琳
と
隆
禅
の
不
和
は
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、

　
「
氷
蔵
」
検
封
（
a
）
や
「
造
寺
用
途
」
（
b
）
と
あ
る
点
か
ら
す
る
と
、
造
営

　
料
国
の
窟
の
配
分
が
問
題
の
根
底
と
し
て
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
貢
納
物
を
調
備

　
す
る
側
と
運
用
す
る
側
の
矛
盾
が
こ
の
よ
う
な
形
で
顕
在
化
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ

　
こ
に
は
造
営
料
国
に
ち
な
む
そ
れ
ぞ
れ
の
得
分
（
権
益
）
に
対
す
る
意
識
の
ズ
レ

　
も
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
建
長
三
年
二
月
十
八
日
東
大
寺
衆
徒
等
解
案
（
門
春
華
秋
月
抄
草
」
廿
五
紙
背

　
文
書
、
噸
鎌
倉
難
文
馳
補
　
四
八
二
号
）
。

　
円
照
は
三
論
宗
の
東
大
寺
学
侶
の
家
に
生
ま
れ
、
二
十
一
歳
の
時
に
父
厳
寛
の
死
に
遭
っ
て
「
世
業
」
を
厭
い
遁
世
し
た
。
兄
に
は
同
じ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

遁
世
し
て
東
大
寺
真
雷
院
・
新
禅
院
を
再
興
し
た
聖
楽
が
お
り
、
弟
に
は
「
世
業
」
を
継
い
で
三
綱
・
五
師
に
な
っ
た
賢
舜
が
い
た
。
以
下
で

は
、
こ
う
し
た
一
族
関
係
も
念
頭
に
お
き
な
が
ら
円
照
期
の
特
徴
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
本
章
で
は
造
営
電
装
に
関
す
る
円
照
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の
措
置
か
ら
そ
の
特
質
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

①
修
造
活
動
へ
の
参
響

　
大
勧
進
と
し
て
の
円
照
の
功
績
に
つ
い
て
は
、
弟
子
の
凝
念
が
著
し
た
「
東
大
寺
円
照
上
人
行
状
」
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
正
嘉
元
年
丁
巳
之
冬
、
補
二
造
東
大
寺
大
工
進
呈
ハ
子
レ
時
三
十
有
七
、
即
二
四
造
営
↓
作
事
光
レ
絶
、
任
十
四
年
、
国
務
静
譲
、
至
；
禅
林
寺
法
皇
在
位
御
暦

　
文
永
七
年
庚
嶺
町
辞
退
上
表
、
十
四
年
間
所
レ
造
寺
宇
、
三
面
小
子
虜
之
内
二
面
半
、
二
月
堂
、
法
華
堂
拝
殿
、
戒
壇
西
室
七
転
、
鐘
楼
、
千
手
堂
、
又
惣

　
寺
処
々
修
理
、
三
面
僧
房
内
作
、
如
レ
是
等
事
不
レ
能
二
具
載
納

こ
こ
で
は
円
照
が
活
発
な
造
営
活
動
を
展
開
し
た
か
の
よ
う
に
讃
え
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
も
そ
も
大
勧
進
と
は
先
の
貞
永
元
年
後
堀
河

天
皇
編
旨
に
も
あ
る
よ
う
に
、
金
堂
（
大
仏
殿
）
を
中
心
と
し
た
講
堂
・
塔
二
二
面
僧
房
等
の
伽
藍
中
枢
施
設
の
造
立
を
主
務
と
し
て
い
た
の

で
あ
り
、
そ
の
他
の
雑
多
な
堂
舎
は
基
本
的
に
は
任
務
外
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
円
照
の
就
任
時
に
は
金
堂
・
講
堂
・
三
面

僧
房
・
中
門
・
廻
廊
・
南
大
門
・
東
塔
が
既
に
完
成
し
て
お
り
、
主
要
な
造
営
事
業
は
前
任
ま
で
で
ほ
ぼ
終
了
し
て
い
た
。
残
る
建
物
は
西

塔
・
食
堂
く
ら
い
で
あ
っ
た
が
、
円
照
は
そ
れ
ら
に
着
手
す
る
こ
と
な
く
、
専
ら
小
規
模
な
堂
舎
の
修
造
等
に
携
わ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
客
観

的
に
は
造
営
事
業
は
何
の
動
き
も
み
せ
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
大
勧
進
円
照
に
対
す
る
称
賛
は
凝
念
の
贔
屓
目
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

例
え
ば
寺
僧
等
が
円
審
の
時
の
よ
う
に
造
営
活
動
が
な
い
こ
と
を
問
題
翻
し
た
様
子
は
一
切
見
受
け
ら
れ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
円
照
は
長
期
に

わ
た
っ
て
大
勧
進
を
務
め
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
寺
僧
の
支
持
が
あ
っ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
円
照
が
造
営
料
国
か
ら
の

貢
納
物
を
「
惣
寺
処
々
修
理
」
に
充
て
る
よ
う
に
し
た
こ
と
と
関
係
し
よ
う
。
寺
家
が
担
当
す
る
日
常
的
な
寺
内
の
修
造
は
、
鎌
倉
中
期
に
は

修
理
用
途
の
欠
乏
な
ど
で
十
分
に
行
え
恋
い
状
況
に
あ
っ
た
が
、
十
三
世
紀
後
半
に
な
る
と
堂
舎
の
修
理
や
囲
垣
の
修
築
が
大
勧
進
の
主
要
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

任
務
と
し
て
定
着
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
ち
ょ
う
ど
円
照
期
に
造
営
料
国
の
正
税
等
を
修
造
活
動
に
充
当
す
る
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
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③

と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
大
勧
進
の
自
由
裁
量
下
に
あ
っ
た
造
営
料
国
の
収
益
を
、
造
営
以
外
の
面
で
恒
常
的
に
寺
内
に
還
元
し
て
い
く
シ
ス

テ
ム
を
構
築
し
た
と
こ
ろ
に
、
円
照
に
対
す
る
寺
僧
の
期
待
と
支
持
の
理
由
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

東大寺大勧進円照の歴史的位：置（小原）

②
周
防
国
与
田
保
の
寄
進

　
造
営
料
国
の
収
益
に
関
す
る
円
照
の
措
置
は
ほ
か
に
も
み
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
「
有
レ
限
之
造
寺
料
所
」
と
さ
れ
る
周
防
国
与
田
保
を
正
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

中
（
」
二
五
九
一
六
〇
）
に
三
面
僧
房
学
生
供
料
所
に
寄
せ
置
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
三
面
僧
房
は
建
長
六
年
（
＝
蓋
四
）
頃
に
ほ
ぼ
完

成
し
、
本
僧
房
衆
（
三
面
僧
房
衆
）
と
い
う
寺
僧
組
織
も
成
立
し
て
い
た
が
、
円
照
は
「
悲
レ
無
二
学
侶
依
惜
皿
而
為
二
仏
法
興
隆
ハ
申
コ
寄
僧
坊
止

　
　
　
　
（
分
脱
ヵ
）
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

住
之
学
侶
得
こ
せ
た
と
い
う
。
仏
法
興
隆
の
基
盤
と
な
る
東
大
寺
の
人
法
繁
昌
の
た
め
に
、
造
営
料
物
を
謡
物
に
す
り
替
え
る
こ
と
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
学
侶
の
資
縁
と
な
る
供
料
の
充
実
は
寺
僧
集
団
に
と
っ
て
最
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
円
照
は
造
営
料
国
を
知
行
す
る
立

場
か
ら
そ
の
富
の
～
部
が
直
に
寺
僧
集
団
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
に
処
置
し
、
彼
等
の
期
待
に
応
え
た
わ
け
で
あ
る
。
人
法
そ
の
も
の
に
配
慮
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

示
す
態
度
は
こ
れ
ま
で
の
大
勧
進
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
特
徴
と
い
え
る
。

　
し
か
も
、
こ
の
与
田
保
の
寄
進
に
は
裏
が
あ
っ
た
。
時
代
は
下
る
が
永
和
二
年
（
一
三
七
六
）
十
月
に
大
法
師
俊
賢
が
与
田
保
新
僧
坊
供
納

所
得
分
を
新
助
成
方
に
沽
却
し
た
時
の
売
券
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
右
、
件
納
所
職
者
、
祖
父
賢
舜
法
眼
自
レ
拝
垂
領
　
院
宣
｝
之
以
来
、
三
代
相
伝
之
所
帯
、
由
緒
異
レ
他
者
也
、
依
レ
之
供
料
馬
下
四
分
一
分
割
預
支
配
論
令
二
領

　
納
｝
之
条
、
実
以
無
二
相
違
納
難
レ
然
依
レ
有
二
要
用
議
限
二
直
夢
話
拾
貫
文
↓
相
訓
副
次
第
之
証
文
の
永
代
所
レ
奉
レ
沽
温
潤
新
助
成
方
一
也
、
但
於
二
親
父
法
眼
之
譲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
状
「
□
一
紙
之
譲
与
、
他
事
相
交
之
間
、
不
レ
及
レ
副
淵
渡
之
↓
令
レ
殿
凝
破
彼
所
｝
了
、

こ
こ
に
み
え
る
寄
藻
と
は
「
世
業
」
を
継
い
だ
円
照
の
弟
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
拝
領
し
た
院
宣
と
は
円
照
が
与
田
保
を
三
面
僧
房
に
寄
進
す

る
際
に
奏
聞
を
経
て
申
し
下
し
た
後
嵯
峨
上
皇
院
宣
と
み
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
同
保
を
三
面
僧
房
領
と
し
、
幽
翠
の
劉
相
伝

を
認
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
円
照
は
一
族
に
対
す
る
利
益
斡
旋
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
賢
舜
は
同

！5　（617）



じ
時
期
に
美
濃
国
茜
老
荘
・
摂
津
国
長
洲
荘
・
伊
賀
国
黒
田
荘
の
預
所
と
し
て
も
現
れ
、
寺
領
経
営
に
長
け
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

⑨る
。
彼
の
子
孫
は
課
方
（
乾
殿
）
と
呼
ば
れ
て
寺
内
で
納
所
的
な
活
動
を
展
開
す
る
が
、
そ
の
前
提
に
膝
下
が
作
り
上
げ
た
経
済
基
盤
が
あ
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
そ
う
し
た
点
で
、
円
照
は
一
族
の
家
業
確
立
に
一
役
買
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
〈
造
営
料
国
の
収
益
疑
造
営
料
〉
と
い
う
原
理
原
則
を
破
棄
し
、
寺
僧
へ
の
分
配
用
途
と
し
て
そ
の
財
源
を
融
通
化
さ

せ
る
道
を
拓
い
た
こ
と
は
、
以
後
の
東
大
寺
と
周
防
国
の
関
係
に
お
い
て
も
重
要
な
起
点
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

16　（618）

③
周
防
国
大
前
新
荘
（
植
松
原
郷
）
の
寄
進

　
こ
の
ほ
か
に
も
同
じ
よ
う
な
事
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
大
前
新
荘
（
同
荘
内
植
松
潮
菊
）
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
植
松
原
郷
は
一
宮
玉
祖
神

社
が
鎮
座
す
る
字
大
崎
の
佐
波
川
を
挟
ん
で
対
岸
に
位
置
し
て
お
り
、
鎌
倉
期
に
は
大
前
新
荘
と
呼
ば
れ
る
玉
祖
社
領
の
本
石
に
含
ま
れ
て
い

た
。
同
荘
は
先
の
貞
永
元
年
後
堀
河
天
皇
論
旨
の
新
立
荘
保
の
中
に
み
え
る
よ
う
に
、
行
勇
期
に
造
営
期
間
を
限
っ
て
国
衙
に
返
付
さ
れ
、
造

営
料
所
と
し
て
大
勧
進
の
管
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
玉
祖
社
側
も
膝
下
所
領
を
容
易
に
手
放
す
は
ず
は
な
く
、
行
勇
没
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
は
国
衙
と
の
問
で
相
論
が
頻
発
す
る
係
争
地
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
相
論
は
「
且
以
二
貞
永
　
紛
旨
勧
説
レ
備
二
寺
家
之
規
模
ハ
彼
以
後
度
々

　
　
　
　
　
　
⑪

被
レ
付
随
社
家
一
旦
」
と
あ
る
よ
う
に
、
概
し
て
社
家
側
に
有
利
に
推
移
し
て
お
り
、
東
大
寺
と
し
て
も
何
ら
か
の
方
策
を
廻
ら
し
て
国
衙
領
と

し
て
維
持
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
た
。

　
そ
う
し
た
中
で
、
大
勧
進
円
照
は
寺
家
の
期
待
に
応
じ
る
形
で
大
前
新
荘
を
寺
領
と
し
て
安
定
化
さ
せ
る
た
め
の
策
を
講
じ
た
。

　
植
松
申
事
、
賢
舜
所
帯
文
書
正
文
等
、
備
二
　
叡
覧
｝
候
了
、
為
一
効
相
伝
之
地
相
可
レ
為
二
鎮
守
八
幡
宮
領
一
之
条
、
証
文
分
明
蹴
、
著
者
任
一
｝
申
請
納
可
レ
被

　
レ
下
二
　
院
宣
一
也
、
且
守
二
実
相
上
人
寄
附
早
霜
↓
建
治
三
年
被
レ
出
二
避
状
一
之
上
者
、
御
所
存
定
不
レ
可
レ
有
二
子
細
　
下
之
由

　
御
気
色
所
候
也
、
傍
執
達
如
レ
件
、

　
　
　
弘
安
五
年

　
　
　
八
月
十
二
日
　
　
　
　
　
参
議
頼
親
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⑫

　
　
東
大
寺
大
勧
進
上
人
御
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

こ
こ
で
叡
覧
に
備
え
た
と
さ
れ
る
賢
母
の
所
持
す
る
正
文
と
は
、
同
年
の
十
月
八
日
付
の
院
宣
に
「
澗
防
国
植
松
原
郷
、
為
二
当
寺
鎮
守
八
幡

宮
領
納
賢
舜
法
益
得
二
円
照
上
人
譲
ハ
多
年
已
知
行
し
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
賢
舜
が
円
照
か
ら
入
手
し
た
公
験
類
で
、
植
松

原
書
（
大
前
新
荘
）
を
鎮
守
八
幡
宮
に
寄
進
し
、
賢
舜
の
別
相
伝
と
す
る
こ
と
を
認
可
し
た
文
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
円
照
は
貞
永
元

年
に
造
営
の
た
め
に
国
衙
に
付
け
ら
れ
た
大
前
新
荘
を
、
東
大
寺
鎮
守
八
幡
宮
の
神
領
に
名
目
替
え
す
る
こ
と
で
東
大
寺
領
と
し
て
永
続
化
さ

せ
る
根
拠
を
作
り
出
し
、
そ
れ
に
乗
じ
て
賢
舜
に
経
営
を
委
ね
る
よ
う
工
作
し
て
喜
喜
総
領
を
創
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
実
際
、
東
大
寺
は
大
前
新
荘
を
圏
復
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
玉
祖
社
申
周
防
国
大
前
新
庄
事
、
重
寺
解
　
奏
聞
野
里
、
此
面
如
下
先
度
被
二
膝
下
候
か
社
家
所
レ
申
不
レ
背
二
理
致
｝
歎
、
且
凝
固
貞
永
　
論
旨
↓
羅
レ
備
二
寺
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
之
規
模
ハ
彼
以
後
度
々
鱗
被
レ
二
二
社
家
一
嘗
、
然
而
被
レ
留
二
殖
松
原
於
国
衙
｛
者
、
為
二
折
中
之
　
聖
断
↓
且
被
レ
優
【
一
層
之
塚
造
一
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

こ
れ
は
文
永
十
一
年
（
一
二
七
五
）
か
ら
そ
れ
ほ
ど
隔
た
る
こ
と
の
な
い
時
期
に
発
給
さ
れ
た
亀
山
上
皇
院
宣
の
一
部
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
玉

小
社
が
訴
人
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
永
年
間
頃
に
は
社
家
が
同
荘
を
知
行
で
き
ず
に
い
た
様
子
が
知
ら
れ
る
。
院
宣
に
よ
る
と
、
こ
の

時
の
社
家
の
訴
訟
は
大
方
そ
の
言
い
分
が
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
大
前
新
荘
の
全
て
を
東
大
寺
か
ら
取
り
上
げ
て
し
ま
う
と
寺
家
の
下

面
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
と
し
て
、
折
中
の
儀
を
も
っ
て
植
松
原
郷
を
国
衙
に
留
め
る
と
い
う
聖
断
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
東
大
寺
は
大

前
新
荘
か
ら
植
松
原
油
へ
と
権
益
が
縮
小
す
る
代
わ
り
に
、
寺
領
と
し
て
の
安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
の
院
宣
で
植
松
原
像
が
国
衙
に
付
け
ら
れ
て
い
る
点
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
同
郷
が
国
司
1
1
大
勧

進
の
管
下
に
入
る
こ
と
を
含
意
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
大
前
新
荘
を
別
相
伝
領
と
し
て
い
た
賢
舜
に
と
っ
て
は
重
大
な
問
題
だ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
先
掲
の
弘
安
五
年
八
月
院
宣
に
み
え
る
「
且
守
二
実
相
上
人
寄
附
之
例
日
建
治
三
年
被
レ
出
二
避
状
一
」

と
い
う
記
述
で
あ
る
。
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
と
い
う
と
円
照
・
賢
舜
の
兄
で
あ
る
聖
守
が
大
勧
進
に
就
い
た
年
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は

大
勧
進
聖
運
が
円
照
に
倣
っ
て
建
治
三
年
に
大
前
新
荘
（
植
松
原
郷
）
を
賢
舜
に
去
り
出
し
、
改
め
て
彼
の
権
益
を
保
護
す
る
措
置
を
と
っ
た
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⑯

も
の
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
大
勧
進
の
立
場
を
利
用
し
た
円
照
・
固
守
と
賢
舜
に
よ
る
兄
弟
間
の
連
携
を
み
る
こ
と
は
容
易
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
円
照
は
東
大
寺
の
領
有
権
を
固
め
る
た
め
に
大
前
新
荘
の
性
格
を
造
営
料
所
か
ら
神
領
（
鎮
守
八
幡
宮
領
）
に
変
換
し
た
。

造
営
懸
章
の
収
益
を
直
接
的
に
寺
家
用
途
に
還
元
す
る
ベ
ク
ト
ル
は
与
田
保
と
共
通
す
る
も
の
で
、
寺
僧
等
の
意
に
か
な
う
勧
進
的
な
行
為
で

あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
に
便
乗
す
る
形
で
一
族
に
利
益
供
与
を
行
っ
た
点
で
も
与
田
保
と
同
様
の
構
図
が
み
て
と
れ
る
。
正

税
を
部
分
的
な
が
ら
も
寺
内
財
源
化
し
て
い
く
よ
う
な
勧
進
的
行
為
と
、
そ
れ
が
縁
故
関
係
と
も
連
動
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
大
勧
進
円
照
の
特

質
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

18　（620）

④
国
代
お
よ
び
検
奔
違
使

　
円
照
期
の
造
営
料
国
の
収
益
を
め
ぐ
る
動
き
に
つ
い
て
は
、
国
衙
関
係
の
四
緑
に
つ
い
て
も
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
「
周
防
国
吏
務
代
々

過
現
名
帳
」
に
よ
る
と
、
大
勧
進
聖
守
の
時
に
助
法
下
穿
舜
が
目
代
に
就
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
大
勧
進
円
照
の
目
代
の
～
人
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
み
え
る
「
助
公
」
も
平
準
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
円
照
が
与
田
保
や
大
前
新
荘
を
賢
舜
に
付
与

し
た
こ
と
も
、
全
く
の
私
的
な
行
為
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
目
代
に
所
領
経
営
を
任
せ
る
と
い
う
公
的
な
理
由
付
け
の
も
と
で
な
さ
れ
た
処

置
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
、
目
代
の
立
場
を
利
用
し
つ
つ
珊
相
伝
領
が
形
成
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
目
代
と
い
う
国
衙
関
係
の
所
職
を
通
じ
て
造
営
料
国
内
に
得
分
を
固
め
る
あ
り
方
は
、
む
ろ
ん
円
照
・
聖
守
・
賢
舜
兄
弟
の
提

携
と
い
う
特
殊
事
情
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
れ
以
後
に
国
衙
領
公
文
職
・
保
司
職
等
が
個
々
の
寺
僧
得
分
（
「
公
私
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

分
」
）
と
し
て
設
定
（
1
1
充
行
）
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
を
勘
案
す
る
と
、
国
衙
関
係
の
所
職
を
介
し
て
造
営
料
国
に
寺
僧
得
分
が
析
出
さ
れ
て
い

く
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
自
体
は
一
般
に
認
め
得
る
も
の
だ
と
思
う
。
円
照
期
は
そ
の
点
に
お
い
て
ま
さ
に
端
緒
的
な
位
置
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
を
よ
く
示
す
の
が
、
円
照
の
時
に
初
め
て
周
防
国
に
検
非
違
使
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
「
周
防
国
吏
務
代
々
過
現
名
帳
」
）
。
む
ろ
ん
、



東大寺大勧進円照の歴史的位置（小原）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

同
国
に
は
こ
れ
以
前
か
ら
も
検
非
違
所
は
存
在
し
て
お
り
、
こ
こ
で
新
規
に
管
内
を
糺
察
す
る
組
織
が
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
、
こ

の
検
非
違
使
設
置
の
意
味
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
恐
ら
く
大
勧
進
周
辺
の
人
物
に
検
非
違
所
を
知
行
さ
せ
て
、
そ
の
収
益
の
大
方
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

留
守
所
（
在
庁
機
構
）
か
ら
切
り
離
し
て
得
分
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
造
営
料
国
の
権
益
に
預
か
る
こ
と
の

で
き
る
新
た
な
ポ
ス
ト
が
一
つ
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
鎌
倉
期
に
検
非
違
使
に
就
い
た
人
物
は
、
「
周
防
国
吏
務
代
々
過
現
名
帳
」
を
み
る
限
り
、
僧
侶
・
俗
人
の
双
方
が
み
え
、
十
四
世
紀
初
頭

に
は
清
寛
・
聖
尊
と
い
っ
た
東
大
寺
衆
徒
の
名
も
確
認
で
き
る
。
特
に
聖
尊
の
場
合
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
寺
僧
が
造
営
料
国
の
富
を
求
め
て

大
勧
進
と
結
託
す
る
状
況
は
十
三
世
紀
末
に
は
惹
起
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
こ
と
が
正
応
四
年
（
一
一
一
九
一
）
末
の
周
防
国
庁
放
火
事
件
と
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
後
の
寺
内
混
乱
の
原
因
に
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
円
照
が
寺
僧
の
た
め
に
検
非
違
使
を
設
置
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
南
北

朝
期
の
正
税
配
分
状
に
「
難
石
難
解
町
角
足
霧
窮
鼠
公
」
と
あ
る
よ
う
⑫
検
非
違
所
得
分
は
や
が
て
寺
僧
用
途
に
固
定
化

し
て
い
っ
た
。
円
照
に
よ
る
検
非
違
使
の
新
設
と
い
う
措
置
が
寺
僧
得
分
の
生
成
に
帰
結
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
お
い
て
円
照
は

造
営
料
国
の
富
を
寺
内
諸
事
の
得
分
と
し
て
再
配
分
す
る
仕
組
み
の
祖
型
と
契
機
を
作
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
と
思
う
。

　
以
上
、
円
照
期
に
特
徴
的
な
施
策
を
四
点
に
わ
た
っ
て
み
て
き
た
。
彼
の
就
任
時
に
は
既
に
主
要
な
伽
藍
施
設
は
再
建
が
終
わ
っ
て
お
り
、

造
営
料
国
の
富
を
如
何
に
再
配
分
す
る
か
が
改
め
て
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
円
照
は
〈
造
営
料
国
の
収
益
ロ
造
営
料
〉

と
い
う
原
則
を
転
換
し
、
正
税
等
を
修
造
用
途
に
充
当
し
た
ほ
か
、
さ
ら
に
寺
家
用
途
・
寺
僧
得
分
に
も
振
り
分
け
て
い
く
道
を
拓
い
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
造
営
南
国
の
財
源
は
大
勧
進
に
委
ね
ら
れ
た
外
在
的
な
も
の
か
ら
、
寺
家
に
と
っ
て
内
在
的
な
も
の
へ
と
そ
の
位
置
付

け
を
大
き
く
変
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
鎌
倉
末
期
に
惣
寺
が
正
税
等
の
運
用
に
主
体
的
に
介
入
す
る
よ
う
に
な
る
事
態
も
、
そ
う
し

た
こ
と
の
延
長
上
に
現
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
以
上
の
よ
う
な
寺
家
用
途
・
寺
僧
得
分
へ
の
処
置
は
、
円
照
の
視
線
が
東
大
寺
の
人
法
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
に
従
来
の
大
勧
進
と
は
異
な
る
三
島
寺
憎
と
し
て
の
円
照
の
立
ち
位
置
が
よ
く
表
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
大
勧
進
円
照
の
立
場
を
そ
う
し
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た
一
般
論
に
帰
す
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
彼
の
勧
進
行
為
で
は
縁
故
関
係
と
連
動
し
た
性
質
が
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
活
動
に
は
所
縁

の
人
々
と
の
関
係
に
大
き
く
規
定
さ
れ
る
側
面
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
章
で
は
大
勧
進
円
照
を
取
り
巻
く
状
況
か
ら
そ
の

行
動
の
本
質
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
円
照
の
一
族
関
係
や
本
章
で
述
べ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
既
に
久
野
修
義
「
中

　
世
寺
院
の
僧
侶
集
団
」
（
『
日
本
中
世
の
寺
院
と
社
会
』
塙
書
房
、
～
九
九
九
年
）

　
に
優
れ
た
叙
述
が
あ
る
。
本
稿
で
は
大
勧
進
と
い
う
側
面
か
ら
眺
め
る
こ
と
で
そ

　
れ
ら
を
再
構
成
し
て
み
た
い
。

②
正
応
二
年
正
月
十
八
日
東
大
寺
修
理
新
造
等
比
文
（
成
巻
本
東
大
寺
文
轡
、

　
『
鎌
倉
遺
文
幅
　
一
六
八
五
八
号
）
。

③
十
三
世
紀
後
半
の
勧
進
所
の
機
能
は
、
前
掲
注
②
文
轡
の
差
響
に
あ
る
造
東
大

　
寺
大
行
事
・
油
倉
沙
汰
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
体
剃
の
起
点
は

　
油
倉
を
戒
壇
院
の
傘
下
に
置
い
た
円
照
期
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
（
永
村
翼

　
「
東
大
寺
勧
進
所
の
創
設
と
諸
活
動
」
（
前
掲
著
書
収
載
）
）
。
円
照
期
の
方
式
が

　
十
三
世
紀
後
半
の
あ
り
方
の
直
接
の
前
提
に
な
っ
て
い
た
と
み
な
し
得
る
。

④
年
未
詳
七
月
十
八
日
東
大
寺
本
僧
坊
年
預
快
絶
書
状
案
（
東
京
大
学
法
学
部
所

　
蔵
東
大
寺
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
転
一
三
＝
五
号
）
。

⑤
正
応
六
年
六
月
美
濃
国
大
井
荘
下
司
鶴
菊
丸
申
状
案
（
東
大
寺
文
書
、
『
鎌
倉

　
遺
文
臨
　
皿
八
二
三
七
号
）
。

⑥
入
法
に
つ
い
て
は
、
久
野
修
義
「
仏
法
と
人
法
」
（
隅
史
林
撫
九
〇
巻
五
号
、
二

　
〇
〇
七
年
）
。

⑦
こ
の
ほ
か
円
照
は
別
当
聖
基
に
勧
め
て
、
寺
務
得
分
で
あ
る
大
井
荘
榎
戸
郷
を

　
学
侶
衣
服
料
に
寄
せ
て
い
る
（
前
掲
注
⑤
文
書
）
。

⑧
永
和
二
年
十
月
七
日
大
法
師
俊
賢
等
納
所
得
分
売
券
（
東
大
寺
文
書
、
噌
南
北

　
朝
遣
文
　
中
国
四
国
編
隔
四
三
〇
八
号
）
。

⑨
久
野
修
義
「
中
世
壽
院
の
僧
侶
集
団
」
（
前
掲
）
。

⑩
玉
祖
社
と
国
衡
の
相
論
に
つ
い
て
は
、
畠
山
聡
「
東
大
寺
の
国
衙
領
支
配
に
つ

　
い
て
扁
（
門
民
衆
史
研
究
』
四
九
号
、
～
九
九
五
年
）
。

⑪
年
未
詳
十
月
五
日
亀
山
上
皇
院
宣
案
（
京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
東
大
寺
文

　
書
、
　
『
鎌
合
欄
遺
文
』
　
一
　
一
七
二
謁
ハ
ロ
写
）
。

⑫
弘
安
五
年
八
月
十
二
日
亀
山
上
皇
院
宣
案
（
東
大
寺
文
書
、
㎎
鎌
倉
遺
文
蜘
～

　
四
六
八
五
号
）
。

⑬
弘
安
五
年
十
月
八
日
亀
山
上
皇
院
宣
案
（
東
大
寺
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
』
一
四

　
」
て
～
⊥
ハ
ロ
万
）
。

⑭
前
掲
注
⑪
文
書
。

⑮
玉
祖
社
が
訴
訟
を
起
こ
す
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
う
点
か
ら
推
考
す
る
と
、
大
勧
進

　
の
交
替
が
あ
っ
た
建
治
三
年
の
可
能
性
が
高
い
と
思
う
。

⑯
弘
安
五
年
は
大
勧
進
が
聖
守
か
ら
弟
子
の
聖
霊
に
交
替
し
た
年
で
あ
る
。
前
掲

　
注
⑫
文
書
も
そ
う
し
た
交
替
の
動
き
に
伴
う
混
乱
か
ら
申
し
下
さ
れ
た
可
能
性
が

　
あ
る
だ
ろ
う
。

⑰
永
村
藁
「
東
大
寺
大
勧
進
職
の
機
能
と
性
格
」
（
前
掲
）
。

⑱
　
延
慶
三
年
十
二
月
十
五
日
東
大
寺
年
預
所
期
文
案
・
同
四
年
二
月
九
日
東
大
寺

　
年
π
狽
所
下
文
案
（
東
大
山
守
文
轡
、
　
隅
鎌
倉
遺
文
隔
　
一
漏
四
一
閲
緊
一
・
二
四
一
一
〇
⊥
ハ

　
号
）
な
ど
。

⑲
建
保
六
年
八
月
二
十
三
日
周
防
国
主
田
園
寺
公
経
下
文
案
（
『
大
目
本
古
文
書

　
東
大
寺
文
書
之
十
よ
ハ
㎞
　
八
○
｝
〔
甘
万
）
。

⑳
こ
の
点
は
大
所
領
「
重
任
名
」
の
成
立
に
も
連
関
す
る
も
の
と
考
え
る
。
詳
し

　
く
は
別
稿
を
期
し
た
い
。
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⑳
松
岡
久
人
「
鎌
倉
宋
期
周
防
国
衙
領
支
配
の
動
向
と
大
内
町
扁
（
竹
内
理
三
博

　
士
還
暦
記
念
全
編
明
荘
園
制
と
武
家
社
会
㎞
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）
、
藤

　
森
進
「
鎌
倉
末
期
周
防
国
衙
の
一
動
向
扁
（
京
都
大
学
文
学
部
開
国
史
論
集
1
』

　
読
史
会
、
一
九
五
九
年
）
参
照
。

⑫
　
正
平
十
五
年
十
二
月
日
大
前
船
差
荷
支
配
状

　
中
国
四
国
編
嘱
三
〇
九
三
号
）
。

（
東
大
寺
文
書
、
噸
南
北
朝
遺
文

三
　
聖
守
の
勧
進
活
動
一
円
照
期
の
墓
調
と
そ
の
背
景
一

　
円
照
の
活
動
は
大
勧
進
期
も
含
め
て
基
本
的
に
寺
外
の
も
の
が
多
く
、
寺
内
に
つ
い
て
は
戒
壇
院
関
係
を
除
く
と
十
分
に
は
捕
捉
し
難
い
と

こ
ろ
が
あ
る
。
｝
方
、
舎
兄
の
聖
守
は
自
身
が
大
勧
進
に
就
く
遥
か
以
前
か
ら
寺
内
で
の
勧
進
活
動
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一

見
す
る
と
対
照
的
な
二
人
で
あ
る
が
、
比
較
的
史
料
に
恵
ま
れ
た
聖
守
の
活
動
を
み
て
い
く
こ
と
で
、
円
照
の
行
動
の
本
質
に
つ
い
て
も
一
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
見
通
し
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
以
下
、
『
東
大
寺
続
要
録
』
に
み
え
る
聖
守
の
活
動
（
表
3
）
を
軸
に
、
円
照
・
聖
守
兄
弟
の
東
大
寺

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
お
け
る
活
動
の
特
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

東大嵜大勧進円照の歴史的位置（小原）

①
三
面
僧
房

　
円
照
が
完
成
し
て
間
も
な
い
三
面
僧
房
に
学
生
供
料
所
と
し
て
与
田
保
を
寄
進
し
、
賢
舜
に
管
理
さ
せ
た
こ
と
は
既
に
み
た
が
、
実
は
聖
守

も
三
面
憎
房
と
は
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
五
月
、
本
僧
房
衆
に
よ
っ
て
四
聖
講
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
れ
は
四
聖
（
菩
提
倦
那
・
行
基
・
聖
武
天
皇
・
良
弁
）
の
恩

徳
に
報
謝
し
、
一
撃
の
仏
法
を
興
隆
さ
せ
る
た
め
に
行
わ
れ
た
講
問
で
あ
る
が
、
聖
守
は
そ
の
始
筆
に
あ
た
っ
て
「
小
捧
物
」
を
送
り
（
9
）
、

仏
事
の
運
営
を
助
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
も
突
発
的
な
援
助
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
年
の
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
警
守
の
発
願
で
四
聖
御
影
図
が
作
成
さ
れ
、
三
面
僧
房
に
安
置
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
e
）
。
四
聖
講
の
創
始
と
関
守
の
間
に
は
緊
密

な
関
係
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
本
僧
房
衆
の
修
学
活
動
の
本
格
化
に
際
し
て
、
円
照
の
即
物
的
な
人
法
支
援
と
聖
守
の
勧
進
と
い
う

2ユ （623）



屈
二
智
舜
大
徳
ハ
令
レ
始
一
一
義
疏
談
義
い
（
『
東
大
寺
続
要
録
聴
仏
法
篇
）

法
永
絶
、
訪
二
新
院
之
論
場
ハ
院
家
破
却
之
問
、
談
義
呑
レ
聲
、
法
輪
已
上
、
宗
教
欲
二
廃
止
↓
因
レ
野
面
為
レ
伝
二
三
論
陣
宗
旨
ハ
且
為
レ
弘
二
乗
単
蹄
意
↓

当
寺
建
立
之
後
、
難
レ
被
レ
崇
二
八
宗
之
教
法
ハ
天
台
・
法
相
削
レ
名
、
三
論
・
花
厳
綾
弘
、
其
中
空
二
三
論
宗
一
者
、
尋
二
本
院
之
学
窓
ハ
僧
正
隠
遁
之
後
、
伝

道3　『東大寺続要録』からみた聖守とその周辺の活動

年 事　　　　項 大勧進 別当

配置 定親

X

慶i嚢

円審

了心

円照

a　仁治3年（1242）

@　寛元4年（1246）

a@宝治3年（1249）

メ@建長2年（1250）

@　建長3年（1251）

п@建長6年（1254）

?　建長8年（1256）

?　正嘉元年（1257）

X　　同上

@　文応元年（1260）

?　弘長元年（1261）

堰@弘長3年（1263）

梶@文永元年（1264）

求@文永4年（1267）

P　　同上

香@文永6年G269）

氏@文永7年G270）

@　文永8年G271）

@　文永ユ0年（！273）

@　建治2年（！276）

p　建治3年（1277）

定親、新院を建立【イエ、・院】

V院談義の開始【仏】

�e、知足院を興行【院】

f読、真言院を再興【院】

ｹ守、四聖御影図を作成【仏】

ｹ穿、四聖講に小捧物を送る【仏】

ｹ守、知足院で中論疏講説を開催（円）

ｹ守、東寺舎利を真雷院で供養【供】

ｹ守、西南院を建立【院】

ｹ守、三面僧房で法花疏談義を開催【仏】

H草、新院と西南院を網棚【院】

ｹ守、新禅院で中疏論講説を開催【院】

闕ﾏ、西南院新房十講を開始【仏】

闕ﾏ、西南院を院祈願所に申請【院】

ｹ守、唐禅院を再興【院】

宗性

聖基

定済

円爾

道融

聖兼

聖守

　
繍

　
諸

　
院

。灘

D

源
赦

用
脚
駒

慧
捌瀦

講

濁
諜
靴

物
四
隅

耀
P
臆

熔
【
個

三
面
僧
房
の
関
わ
り
を
見

て
取
る
こ
と
は
で
き
る
。

彼
は
文
永
元
年
（
＝
～
六

四
）
に
三
面
僧
房
四
聖
院

に
お
い
て
法
花
義
疏
談
義

を
行
っ
た
（
一
）
。
四
聖

院
と
い
う
場
所
へ
の
こ
だ

わ
り
が
看
取
で
き
る
が
、

そ
れ
と
と
も
に
注
目
し
た

い
の
は
談
義
を
始
め
た
意

図
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
聖
守
と

連
携
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

両
者
の
行
動
は
相
互
補
完

的
に
機
能
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

鋤
（
622



　
こ
こ
で
門
守
は
三
論
宗
の
興
行
の
た
め
に
こ
の
談
義
を
行
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
文
中
の
僧
正
と
は
元
東
大
寺
別
当
の
定
親
、
新
院
は
三
親

が
三
論
修
学
の
た
め
に
建
立
し
た
宮
家
を
指
す
（
a
）
。
新
院
は
建
長
八
年
五
月
に
興
福
寺
西
金
堂
衆
に
よ
っ
て
切
り
払
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ

で
行
わ
れ
た
仏
事
も
退
転
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
聖
守
が
三
論
宗
の
興
行
を
図
っ
た
の
は
、
彼
が
三
論
宗
の
学
侶
の
家
に
生
ま
れ
た
こ
と

が
大
き
い
だ
ろ
う
。
か
つ
、
そ
れ
が
三
面
僧
房
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
円
照
・
聖
守
の
本
僧
房
衆
に
対
す
る
勧
進
が
三
論
宗
の
興
行
と
連
関

し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
三
面
僧
房
と
三
論
宗
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
三
面
僧
房
に
大
和
国
窪
荘
を
寄
進
し
た
聖
倣
が
三
論
宗
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
あ
っ
た
点
か
ら
も
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
円
照
・
聖
守
兄
弟
は
三
論
宗
を
基
底
に
し
て
三
面
僧
房
と
繋
が
り
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
に
み
る
と
、
大
勧
進
円
照
に
関
連
し
て
三
論
宗
徒
で
あ
る
賢
舜
が
現
れ
る
の
も
、
単
な
る
兄
弟
間
の
癒
着
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
三
論
宗
を
基
軸
に
し
た
彼
の
勧
進
の
あ
り
方
の
～
種
の
表
れ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
う
。
．

東大寺大勧進円照の歴史的位置（小原）

②
三
　
論
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
で
は
次
に
、
そ
の
三
論
宗
と
い
う
側
面
か
ら
聖
守
の
活
動
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
聖
守
は
東
大
寺
真
言
院
・
新
鳴
竜
を
再
興
し
た
こ
と

（
d
・
k
・
1
）
で
著
名
で
あ
る
が
、
新
墨
黒
が
定
親
建
立
の
新
院
の
跡
を
襲
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
三
論
宗
と
の
関
係
は
や
は
り
深
い

も
の
が
あ
っ
た
。
先
の
三
面
憎
房
に
お
け
る
法
華
義
疏
談
義
に
請
じ
た
光
明
山
寺
の
智
舜
も
三
論
の
明
哲
と
し
て
名
高
い
人
物
で
あ
り
、
聖
守

は
こ
れ
以
外
に
正
嘉
元
年
の
知
足
院
に
お
け
る
細
論
疏
講
説
（
g
）
や
、
文
永
四
年
の
新
雪
院
に
お
け
る
同
製
講
説
（
1
）
に
も
智
舜
を
招
い

て
い
る
。
聖
心
の
三
論
宗
に
関
す
る
教
学
活
動
が
、
特
に
智
舜
と
い
う
碩
学
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
特
徴
が
看
取
で
き
る
。

　
こ
の
智
舜
と
の
関
係
は
単
に
聖
守
と
の
間
で
個
人
的
に
結
ば
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
実
は
若
き
頃
の
円
照
は
「
宗
在
二
三
論
ハ
随
二
智
舜

大
徳
繭
獲
レ
入
二
宗
旨
こ
と
あ
る
よ
う
に
、
智
舜
に
付
い
て
三
論
宗
を
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
（
「
円
照
上
人
行
状
」
）
。
文
永
六
年
に
円
照
が
智

舜
を
戒
壇
院
に
招
い
て
三
論
講
説
を
行
っ
た
の
も
ぞ
う
し
た
師
弟
関
係
に
よ
る
の
だ
ろ
う
（
「
円
照
上
人
行
状
」
）
。
そ
う
な
る
と
三
論
宗
の
学
侶

の
道
を
歩
ん
で
い
た
聖
守
も
、
弟
の
師
で
あ
る
智
舜
と
全
く
無
接
触
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
円
照
・
聖
守
兄
弟
と
智
舜
の
交
流
は
こ

23　（625）



う
し
た
交
衆
時
代
に
培
わ
れ
た
も
の
で
、
遁
世
後
も
そ
の
縁
が
彼
等
の
教
学
活
動
を
要
所
で
支
え
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
ご
と
く
円
照
・
墨
守
の
三
論
宗
へ
の
関
わ
り
は
遁
世
後
も
一
貫
し
て
お
り
、
愛
想
と
の
交
流
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
そ
の
教
学
的
基
盤

は
概
ね
共
有
さ
れ
て
い
た
。
三
面
僧
房
に
対
す
る
両
者
の
相
補
的
な
勧
進
も
、
こ
う
し
た
共
通
す
る
学
問
的
素
地
に
基
づ
く
共
鳴
的
な
行
為
で

あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

24　（626）

③
別
当
定
親

　
と
こ
ろ
で
、
三
論
宗
と
の
関
連
で
い
う
と
別
当
定
親
と
聖
守
の
関
係
に
も
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
例
え
ば
前
述
し
た
聖
業
主
催
に

よ
る
正
嘉
元
年
の
中
論
罪
講
説
の
開
催
場
所
は
知
足
院
で
あ
っ
た
が
、
同
院
は
建
長
二
年
に
定
親
が
清
浄
の
地
に
定
め
、
そ
の
多
大
の
援
助
に

よ
り
斜
行
僧
の
房
舎
と
し
て
造
作
さ
れ
た
所
で
あ
る
。
こ
う
し
た
里
親
に
由
緒
深
い
院
家
で
の
講
経
は
、
や
は
り
偶
然
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
点
は
先
に
み
た
四
聖
院
に
お
け
る
文
永
元
年
法
花
義
疏
談
義
（
一
）
の
史
料
を
注
意
深
く
み
て
い
く
と
、
さ
ら
に
明
確
に
な
る
。

　
聖
慮
は
東
大
寺
の
三
論
宗
が
衰
廃
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
惧
か
ら
こ
の
談
義
を
開
催
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
等
親
の
隠
遁
（
寺

務
退
任
）
と
新
院
の
破
却
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
定
親
と
三
論
宗
衰
退
の
因
果
関
係
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
東
大

寺
で
三
論
宗
と
い
え
ば
定
評
や
新
院
よ
り
も
、
ま
ず
は
本
所
東
南
院
の
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
こ
こ
で
は
敢

え
て
こ
の
よ
う
な
見
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
定
器
の
過
去
の
経
歴
が
関
係
し
て
い
る
。

　
元
仁
二
年
（
一
；
孟
）
に
東
南
院
主
定
範
が
頓
滅
し
た
後
、
同
院
主
職
を
め
ぐ
っ
て
仁
和
寺
道
深
法
親
王
と
東
南
院
僧
徒
の
間
で
大
き
な

　
　
　
　
　
　
⑤

対
立
が
惹
起
し
た
。
次
期
東
南
院
主
と
し
て
同
院
に
入
室
し
て
い
た
は
ず
の
定
親
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
混
乱
に
よ
り
東
南
院
は
定
範
門
弟
の
道

家
が
相
続
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
弓
弩
は
天
福
二
年
（
一
二
一
二
四
）
に
な
っ
て
道
深
法
親
王
や
別
当
定
斎
と
連
携
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

繁
務
を
掌
握
し
よ
う
と
動
き
出
し
た
。
そ
の
た
め
彼
は
東
南
院
の
主
流
派
か
ら
濫
行
者
と
し
て
訴
え
ら
れ
、
結
局
東
南
院
を
追
わ
れ
、
師
定
豪

の
い
る
関
東
に
下
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
定
親
と
東
南
院
の
問
に
は
深
い
溝
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
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そ
う
す
る
と
、
定
親
が
別
当
に
就
い
て
行
っ
た
新
院
造
立
、
三
論
宗
興
行
の
意
味
も
明
白
だ
ろ
う
。
宝
治
合
戦
に
連
座
し
て
鎌
倉
か
ら
京
に

拠
点
を
移
し
た
定
心
が
宝
治
三
年
（
一
二
四
九
）
に
始
め
た
二
季
七
十
日
の
新
院
談
義
は
三
論
一
宗
の
衰
微
を
歎
い
て
の
も
の
だ
っ
た
が
（
b
）
、

そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
東
南
院
と
は
別
に
三
論
の
新
拠
点
を
寺
内
に
創
出
し
、
自
ら
が
そ
の
主
導
権
を
握
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
文
永
元
年
の
法
花
義
疏
談
義
（
一
）
に
お
け
る
聖
守
の
三
論
宗
衰
廃
の
危
惧
は
、
明
ら
か
に
霊
迎
と
の
強
い
結
び
付
き
を
背

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

景
に
し
た
意
識
だ
と
い
え
る
。
実
際
、
遁
世
前
の
聖
守
は
定
親
の
別
当
初
任
吉
書
日
記
を
記
録
す
る
な
ど
、
学
侶
時
代
か
ら
関
係
性
を
有
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
聖
守
の
三
論
宗
に
関
わ
る
活
動
は
至
親
与
党
の
立
場
で
展
開
し
て
い
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
翻
っ
て
円
照
・
聖
守
の
三
面
僧
房
に
対
す
る
勧
進
を
考
え
る
に
、
そ
の
底
流
に
三
論
宗
興
行
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
み
た
が
、
そ
こ

に
別
当
定
親
の
積
極
的
な
働
き
か
け
を
み
る
の
も
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
定
親
に
と
っ
て
本
僧
房
衆
を
興
し
て
人
法
繁
昌
・
教
学

振
興
を
達
成
す
る
こ
と
は
別
当
と
し
て
の
誉
れ
で
あ
り
、
か
つ
寺
僧
集
団
の
支
持
を
取
り
付
け
て
寺
内
で
の
主
導
権
を
確
保
す
る
の
に
も
プ
ラ

ス
に
働
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
三
面
僧
房
と
い
う
魚
住
・
修
学
の
場
を
整
え
る
こ
と
は
、
東
南
院
と
は
距
離
を
置
い
た
三
論
宗
の
興
行
と

い
う
彼
の
構
想
に
も
適
う
事
業
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
一
方
、
円
照
・
聖
慮
に
と
っ
て
も
定
親
と
の
連
携
は
、
自
身
の
宗
教
的
営
為
1
1
勧
進
活

動
を
ス
ム
ー
ス
に
遂
行
す
る
上
で
は
好
都
合
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
思
惑
の
重
な
り
の
中
で
、
垂
下
を
媒
介
に
し
て
別
当
国
章
と
大

勧
進
円
照
の
結
合
が
あ
っ
た
と
み
る
の
も
十
分
可
能
だ
と
思
う
。
大
勧
進
と
し
て
の
出
発
時
点
に
お
け
る
こ
う
し
た
状
況
は
、
円
照
の
活
動
を

大
き
く
規
定
す
る
条
件
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
定
親
は
文
応
元
年
（
～
二
六
〇
）
に
別
当
を
退
き
、
文
永
三
年
に
は
入
滅
し
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
で
こ
の
関
係
の
枠
組
み
が
消
滅
し
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
別
当
は
宗
性
・
心
事
と
続
い
た
後
、
文
永
四
年
四
月
に
定
済
が
就
任
し
た
。
そ
う
し
た
時
に
聖
守
は
自
身
が
所
有
す
る

西
南
院
敷
地
と
、
定
済
が
定
親
か
ら
受
け
継
い
だ
新
院
旧
地
と
の
相
博
を
行
っ
た
の
で
あ
る
（
k
）
。
そ
れ
は
新
院
旧
地
が
「
寺
中
之
屏
所
、

強
非
二
寺
門
之
荘
厳
一
」
で
、
西
南
院
敷
地
が
「
南
大
門
之
脇
、
大
仏
殿
之
前
、
当
寺
眼
目
車
引
之
郡
家
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
理
博

に
よ
っ
て
定
済
は
西
南
院
を
新
院
の
門
燈
を
受
け
継
ぐ
三
論
・
真
言
兼
修
の
同
家
と
し
て
整
備
し
て
い
っ
た
（
n
）
。
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一
方
、
交
換
相
手
の
聖
守
も
「
先
師
定
親
僧
正
」
の
素
意
を
達
す
る
た
め
、
新
院
（
新
禅
院
）
に
照
覧
を
招
い
て
中
篇
疏
講
説
を
行
っ
た

（
1
）
。
ま
だ
西
南
院
の
建
物
は
未
完
成
で
、
定
置
が
新
院
に
入
っ
て
等
務
を
執
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
相
博
・
講
説
・
三
論
宗
興
行

が
定
籍
の
路
線
に
沿
っ
て
、
定
済
・
聖
守
の
協
調
下
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
定
親
・
聖
守
の
連
携
は
、
別
当
定
済
と
警

守
の
提
携
と
し
て
再
び
形
を
な
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
聖
哲
と
別
当
で
あ
っ
た
人
物
と
の
有
縁
関
係
は
決
し
て
過
少
に
み
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
関
係
が
兄
弟
へ
と
拡
張
的
に
波
及
す

る
面
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
別
当
定
済
は
、
地
頭
代
と
の
相
論
が
激
化
す
る
中
で
一
貫
し
て
賢
愚
を
美
濃
嘉
肴
部
署
預

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

所
に
登
用
し
て
い
た
し
、
遡
っ
て
い
え
ば
、
与
田
保
・
大
前
新
荘
の
賢
舜
に
よ
る
別
相
伝
の
ケ
ー
ス
も
円
照
の
独
断
だ
け
で
な
さ
れ
た
と
は
考

え
難
く
、
別
当
定
親
（
あ
る
い
は
定
済
）
の
了
承
を
取
り
付
け
て
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
推
測
す
れ
ば
、
感
心
没
後
、
円
照
に
大
勧
進
の
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
こ
と
自
体
に
も
鼎
呂
の
意
向
が
働
い
て
い
た
と
み
る
余
地
は
十

分
に
あ
る
と
思
う
。
非
建
仁
寺
禅
僧
か
ら
大
勧
進
を
選
ぶ
と
い
う
大
転
換
が
割
と
す
ん
な
り
進
ん
だ
裏
に
は
、
や
は
り
別
当
定
親
の
政
治
工
作

が
あ
っ
た
と
み
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
大
勧
進
円
照
の
登
場
は
、
定
親
と
門
守
の
有
縁
関
係
か
ら
帰
結
す
る
最
も
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た

と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
以
上
の
よ
う
に
、
聖
守
の
活
動
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
円
照
期
の
特
質
は
、
三
論
宗
興
行
と
別
当
定
親
と
の
有
縁
関
係
と
い
う
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

い
に
連
関
す
る
二
点
に
集
約
で
き
る
。
大
勧
進
円
照
の
人
法
へ
の
視
線
は
こ
う
し
た
特
定
の
要
素
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
昧
で
、
正
税
等
（
造
営
料
物
）
を
修
造
用
途
の
み
な
ら
ず
寺
家
用
途
・
寺
僧
得
分
に
も
変
換
し
た
円
照
の
措
置
は
、
旧
専
寺
僧
の

立
場
に
基
づ
く
と
い
う
以
上
に
、
も
っ
と
政
治
的
な
背
景
を
有
し
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
円
照
と
定
親
の
有
縁
関
係

が
あ
っ
て
初
め
て
、
造
営
料
国
の
財
源
と
し
て
の
位
置
付
け
に
大
き
な
転
圓
が
起
こ
り
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

①
久
野
修
義
「
中
世
東
大
寺
と
聖
武
天
皇
」
（
前
掲
著
書
収
載
）
。

②
　
　
「
諸
集
」
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
　
東
大
寺
叢
害
第
二
輪
）
。

③
建
長
六
年
二
月
日
聖
倣
寄
進
状
（
保
井
芳
太
郎
氏
無
明
文
書
・
堂
本
四
郎
氏
所

　
蔵
文
書
）
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
付
言
し
て
お
く
と
、
こ
こ
で
三
面
僧
房
が
三
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論
宗
で
占
め
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。

④
中
世
東
大
寺
の
三
論
宗
に
つ
い
て
は
、
永
村
眞
「
鎌
倉
時
代
の
東
大
寺
三
論

　
宗
」
（
『
史
符
丁
四
〇
号
、
一
九
九
九
年
）
。

⑤
事
件
の
具
体
像
に
つ
い
て
は
、
平
雅
行
「
定
豪
と
鎌
倉
幕
府
」
（
大
阪
大
学
文

　
学
部
日
本
史
研
究
室
筒
口
古
代
中
世
の
社
会
と
国
家
㎞
清
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
、

　
学
期
基
郎
門
鎌
倉
中
期
の
東
大
寺
」
（
魍
論
集
　
鎌
倉
期
の
東
大
寺
復
興
撫
東
大
寺
、

　
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

⑥
天
福
二
年
五
月
二
十
八
日
東
大
寺
三
論
宗
僧
網
等
申
状
（
東
大
寺
文
書
、
『
鎌

　
倉
羅
文
㎞
四
六
六
山
ハ
ロ
万
）
。

⑦
薬
師
院
文
書
（
『
兵
癒
県
史
』
史
料
編
中
世
五
、
二
五
頁
）
。

⑧
文
永
四
年
十
月
日
案
部
荘
地
頭
代
伊
藤
行
村
陳
状
案
・
（
文
永
六
年
）
茜
部
荘

　
預
所
賢
舜
重
申
状
土
代
（
東
大
寺
文
書
、
州
鎌
倉
遺
文
㎞
九
七
九
二
・
一
〇
五
　

　
六
号
）
。

⑨
遁
世
僧
は
寺
院
社
会
（
交
衆
）
と
の
縁
を
切
る
こ
と
で
、
昇
進
の
た
め
の
修
学

　
活
動
や
寺
僧
役
な
ど
の
し
が
ら
み
か
ら
離
れ
て
「
自
由
」
な
宗
教
活
動
を
行
う
こ

　
と
が
で
き
て
い
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
彼
等
は
「
無
縁
」
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い

　
え
る
（
欄
網
野
善
彦
著
作
集
第
十
二
巻
　
無
縁
・
公
界
・
楽
㎞
岩
波
書
店
、
二
〇

　
〇
七
年
）
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
等
は
自
身
の
身
体
と
繋
が
る
社
会
一
般

　
と
の
縁
を
切
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
無
縁
」
論
が
析
出
す
る
自
由
・
平
和
の
問

　
題
は
、
苛
酷
な
社
会
状
況
に
規
定
さ
れ
た
人
間
（
集
団
）
の
対
自
化
・
社
会
化
の

　
問
題
と
の
連
関
に
お
い
て
歴
史
的
に
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑲
定
親
の
寺
務
期
間
と
円
照
期
の
重
な
り
が
短
い
こ
と
は
、
こ
の
際
問
題
に
は
な

　
ら
な
い
。
そ
れ
は
結
果
論
に
過
ぎ
ず
、
定
親
に
よ
る
円
照
の
引
き
抜
き
が
何
よ
り

　
も
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
定
親
が
寺
務
を
離
れ
て
も
、
定
親
や
定
済
に
連

　
な
る
寺
僧
（
三
論
宗
徒
等
）
の
支
持
は
存
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、
有
縁
関
係

　
が
全
く
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

四
　
　
「
関
東
止
住
名
誉
僧
」
の
出
現
一
む
す
び
に
か
え
て
一

東大寺大勧進円照の歴史的位置（小原）

以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、
東
大
寺
大
勧
進
の
変
容
過
程
に
お
け
る
円
照
期
の
位
置
付
け
は
か
な
り
明
確
に
な
っ
た
と
思
う
。
そ
の
概
略
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

①
栄
西
・
行
勇
門
弟
に
よ
る
造
営
利
権
の
占
有
が
～
時
的
に
崩
れ
、
別
当
定
親
の
国
務
と
い
う
異
例
の
事
態
が
現
れ
た
。
こ
れ
を
契
機
に

　
造
営
料
国
の
財
源
と
し
て
の
意
義
に
改
め
て
注
目
し
始
め
た
東
大
寺
の
主
体
的
な
動
き
が
、
円
照
の
よ
う
な
存
在
の
登
場
を
必
然
化
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

②
そ
う
し
た
中
で
大
勧
進
に
就
い
た
円
照
は
、
寺
家
・
寺
僧
の
期
待
に
応
え
る
形
で
〈
造
営
料
国
の
収
益
1
1
造
営
料
〉
と
い
う
原
則
を
転

　
危
し
、
正
税
等
の
貢
納
物
を
修
造
用
途
に
充
当
す
る
体
制
を
定
着
さ
せ
た
ほ
か
、
さ
ら
そ
れ
を
寺
家
用
途
・
寺
僧
得
分
に
も
振
り
分
け
て
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い
く
流
れ
を
基
礎
付
け
た
。

　
③
こ
の
よ
う
な
人
法
へ
の
視
線
は
従
来
の
大
勧
進
に
は
な
か
っ
た
円
照
期
の
特
質
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
別
当
定
親
と
の
有
縁
関
係

　
　
と
そ
れ
に
連
関
す
る
三
論
宗
興
行
と
い
う
特
定
の
要
素
に
規
定
さ
れ
る
側
面
を
有
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
点
で
、
円
照
期
の
画
期
的
位
置

　
　
は
定
親
と
の
有
縁
関
係
と
い
う
特
有
の
条
件
に
導
か
れ
て
顕
現
し
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
円
照
期
に
始
ま
る
造
営
料
亭
と
東
大
寺
の
関
係
性
の
深
化
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
寺
僧
と

の
関
係
を
軸
に
鎌
倉
後
期
の
大
勧
進
・
造
営
豊
国
を
と
り
ま
く
状
況
を
展
望
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の
む
す
び
と
し
た
い
。

　
ま
ず
一
点
目
に
注
目
し
た
い
の
は
修
造
竪
物
を
め
ぐ
る
動
き
で
あ
る
。
当
時
、
修
造
実
務
を
実
際
に
撫
っ
て
い
た
の
は
造
東
大
寺
大
行
事
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
っ
た
。
大
行
事
と
は
大
勧
進
に
代
わ
っ
て
勧
進
所
を
統
括
す
る
よ
う
に
な
っ
た
者
の
称
で
、
鎌
倉
中
期
以
降
に
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

修
造
体
制
の
再
編
が
あ
っ
た
円
照
期
頃
に
設
置
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
そ
の
大
行
事
の
主
要
な
役
割
は
、
大
勧
進
か
ら
送
ら
れ
て
き

た
諸
物
（
造
営
母
国
か
ら
の
貢
納
物
）
を
寺
内
に
お
い
て
差
配
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
大
行
事
の
手
許
に
処
分
可
能
な
用
途
が

プ
ー
ル
さ
れ
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
た
。
修
造
用
途
の
私
的
運
用
や
流
用
は
当
時
一
般
的
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
修
造
利
権
を
占
有
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
大
行
事
の
周
辺
に
は
、
そ
の
分
与
に
預
か
ろ
う
と
す
る
寺
僧
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
窟
を
め
ぐ
る
動
き
は
、
そ
の
確
保
を
め

ぐ
っ
て
必
然
的
に
確
執
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
り
、
寺
僧
問
あ
る
い
は
寺
僧
・
大
勧
進
問
の
対
立
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
二
点
目
と
し
て
指
摘
し
た
い
の
は
寺
僧
へ
の
翌
翌
充
行
で
あ
る
。
国
衙
領
を
寺
僧
得
分
に
割
く
措
置
が
い
つ
ま
で
遡
る
か
は
正
確
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

不
明
で
あ
る
が
、
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
正
月
に
寺
僧
が
そ
の
禁
止
を
起
請
し
て
い
る
の
で
、
十
三
世
紀
後
半
に
は
既
に
行
わ
れ
て
い
た
と

　
　
　
⑤

思
わ
れ
る
。
円
照
期
の
賢
舜
に
そ
の
先
蹴
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
円
照
期
以
降
に
大
勧
進
と
の
個
別
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
関
係
で
寺
僧
が
造
営
料
国
に
得
分
を
形
成
す
る
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
寺
僧
と
大
勧
進
の
癒
着
は
構
造
化
し
、

そ
の
結
果
、
得
分
に
預
か
っ
た
寺
僧
は
見
任
の
大
勧
進
を
支
持
し
、
そ
こ
か
ら
も
れ
た
一
群
は
大
勧
進
職
の
競
望
者
（
「
所
望
仁
」
）
と
結
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
れ
に
対
立
す
る
と
い
っ
た
構
図
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
郷
貫
充
行
は
寺
僧
と
大
勧
進
の
癒
着
・
対
立
を
同
時
に
引
き
起
こ
し
、
寺
僧
集
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東大寺大勧進円照の歴史的位置（小原）

団
の
分
裂
を
惹
起
さ
せ
る
波
瀾
要
因
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
二
点
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
円
照
期
よ
り
始
ま
っ
た
造
営
料
率
の
収
益
を
寺
家
・
寺
僧
に
還
元
す
る
体
制
は
、
そ
れ
が
寺
僧
等
の

望
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
寺
僧
集
団
の
分
裂
・
対
立
を
先
鋭
化
さ
せ
、
寺
内
情
勢
を
不
安
定
に
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う

し
た
造
営
料
国
の
富
を
め
ぐ
る
相
克
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
矛
盾
が
一
挙
に
爆
発
し
た
の
が
、
正
応
四
年
（
一
二
九
～
）
末
の
周
防
国
事
放
火

事
件
と
そ
れ
に
端
を
発
す
る
寺
内
抗
争
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
～
連
の
事
件
は
前
任
の
大
勧
進
で
あ
る
聖
然
の
返
り
咲
き
を
狙
う
聖
尊
等
の
寺
僧
と
、
見
任
の
大
勧
進
円
乗
を
支
持
す
る
大
行
事
玄
寛

の
グ
ル
ー
プ
と
の
反
目
を
軸
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
の
遠
困
は
聖
意
の
過
去
の
行
動
に
あ
っ
た
。
彼
は
聖
然
が
大
勧
進
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

つ
た
時
に
、
大
行
事
が
有
す
る
修
造
利
権
の
確
保
や
拡
充
を
企
図
し
、
聖
然
か
ら
円
乗
へ
と
大
勧
進
の
交
替
工
作
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

点
で
国
庁
放
火
事
件
は
紅
舌
派
が
仕
掛
け
た
再
度
の
交
替
工
作
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
も
は
や
騒
擾
行
為
へ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

過
激
化
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
両
派
の
寺
内
に
お
け
る
対
立
も
武
力
抗
争
に
ま
で
発
展
し
て
い
っ
た
。
造
営
料
国
の
富
を
め
ぐ
る
対
立

は
実
力
行
使
を
伴
う
深
刻
な
事
態
へ
と
立
ち
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
う
し
た
危
機
を
受
け
て
東
大
寺
が
選
択
し
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
関
東
止
住
名
誉
僧
」
の
大
勧
進
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
混
乱
の
原
因
で
あ

る
大
勧
進
と
寺
僧
の
構
造
的
な
癒
着
を
断
ち
切
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
庁
放
火
事
件
が
収
拾
し
た
永
仁
元
年
に
大
勧
進
忍
性

が
登
場
す
る
こ
と
の
意
味
は
こ
う
し
た
点
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
忍
性
の
任
中
に
言
為
で
は
「
又
自
二
当
勧
進
井
勧
進
代
之
手
訥
錐
レ
為
工
銭
米
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

類
ハ
難
レ
為
二
料
木
之
亀
戸
其
淘
屋
レ
為
二
何
色
斎
物
ハ
不
レ
可
レ
取
口
続
労
ハ
又
錐
レ
為
二
郷
保
～
所
↓
不
レ
可
レ
得
レ
之
」
と
い
う
起
請
が
行
わ
れ
た
。

料
物
の
得
分
化
や
郷
保
充
行
の
全
面
禁
止
と
い
う
最
も
厳
し
い
自
己
規
制
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
冷
静
に
い
う
な
ら
ば
こ
れ
ら
は
国
庁
放
火
事
件
か
ら
く
る
反
動
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
寺
僧
等
が
い
っ
た
ん
手
に
し
た
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

益
を
や
す
や
す
と
手
放
し
て
し
ま
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
現
に
十
四
世
紀
に
も
寺
僧
の
「
公
私
得
分
」
は
保
障
さ
れ
て
い
る
。
一
時
的
に
自

己
規
制
の
極
へ
と
針
が
振
り
切
れ
は
し
た
が
、
そ
れ
も
暫
く
の
時
間
を
お
い
て
元
の
方
向
に
戻
っ
て
行
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
と
い
え
る
。
た
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だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
端
金
放
火
事
件
以
前
と
同
様
の
状
態
に
回
帰
し
た
の
で
は
意
味
が
な
い
。
そ
こ
で
寺
僧
集
団
の
対
立
・
分
裂
を
圓
指
す

る
た
め
に
現
れ
た
の
が
惣
寺
に
よ
る
統
制
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
寺
内
対
立
に
対
す
る
一
種
の
反
動
か
ら
要
請
さ
れ
た
「
関
東
止
住
名
誉
僧
」
の
大
勧
進
を
経
て
、
十
四
世
紀
初
頭
に
は
惣
寺
が
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

営
料
国
の
富
に
主
体
的
に
介
入
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
惣
寺
と
大
勧
進
の
対
立
と
い
う
新
た
な
状
況
が
生
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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①
永
村
藩
学
東
大
寺
勧
進
所
の
創
設
と
諸
活
動
」
（
前
掲
）
。

②
第
二
章
注
③
参
照
。

③
大
勧
進
円
乗
の
「
党
類
」
と
さ
れ
る
衆
徒
等
は
、
実
質
的
に
は
大
行
事
玄
寛
の

　
グ
ル
ー
プ
に
重
な
る
集
団
と
い
え
る
（
正
応
五
年
遅
月
日
聖
尊
等
申
状
、
東
大
寺

　
宝
庫
文
害
、
『
鎌
倉
遣
文
』
　
一
七
九
〇
苔
写
）
。
玄
寛
に
つ
い
て
は
後
述
。

④
永
仁
五
年
正
月
十
六
日
東
大
寺
衆
徒
等
起
請
（
狩
野
享
吉
氏
蒐
集
文
書
、
『
鎌

　
倉
遺
文
輪
一
九
二
五
七
号
）
。

⑤
弘
安
七
年
十
一
月
日
東
大
寺
三
綱
等
注
進
状
案
（
遠
藤
基
郎
「
「
筒
井
寛
秀
氏

　
所
蔵
文
書
」
所
収
の
弘
安
徳
政
関
連
文
部
」
（
糊
南
都
仏
教
隔
七
六
号
、
一
九
九
九

　
年
）
）
で
は
周
防
国
に
つ
い
て
、
「
代
々
前
々
勧
進
等
、
割
q
分
国
黒
豆
一
号
冊
一
土
居

　
門
田
一
充
行
之
問
、
造
寺
料
闊
乏
、
尤
可
レ
被
レ
改
コ
付
子
国
方
聖
者
哉
」
と
い
わ
れ

　
て
い
る
。
寺
僧
へ
の
郷
保
充
行
で
は
な
い
が
、
大
勧
進
が
公
物
の
減
少
を
気
に
懸

　
け
ず
個
別
的
に
国
衙
領
の
充
行
（
給
免
）
を
行
っ
て
い
た
様
子
が
知
ら
れ
る
。
な

　
お
、
こ
の
時
の
大
勧
進
は
聖
然
で
あ
る
が
、
円
照
の
後
に
大
勧
進
に
な
っ
た
円

　
爾
・
聖
守
・
聖
然
は
い
ず
れ
も
彼
の
人
脈
に
連
な
る
入
物
で
あ
り
、
円
照
か
ら
こ

　
の
間
は
一
続
き
の
時
代
と
し
て
理
解
で
き
る
。
「
代
々
蒲
々
勧
進
等
」
が
彼
等
で

　
あ
っ
た
可
能
性
は
高
く
、
郷
保
充
行
を
考
え
る
上
で
も
参
考
に
な
ろ
う
。

⑥
円
照
期
以
前
に
も
大
勧
進
周
辺
の
入
物
に
造
営
料
国
の
得
分
が
充
て
行
わ
れ
る

　
こ
と
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
知
行
国
一
般
の
シ
ス
テ

　
ム
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
寺
僧
が
造
営
囲
障
と
の
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な

　
る
と
い
う
点
に
重
心
が
あ
る
。

⑦
前
掲
注
④
文
書
。

⑧
前
掲
注
③
文
書
。

⑨
前
掲
注
③
文
書
。

⑩
延
慶
三
年
二
月
日
東
大
寺
衆
徒
等
申
状
案
（
東
大
寺
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
』
二

　
三
九
二
四
号
）
。

⑪
前
掲
注
④
文
書
。

⑫
第
二
章
注
⑱
文
書
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
は
平
成
～
二
・
二
二
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別

　
　
　
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）



The　Turning　Point　in　the　Role　of　the　T6daiji’　Daikanjin

by

KoHARA　Yoshilci

　　This　article　elucidates　the　changes　in　the　ch℃umstances　of　theβδθ耽y～Σgoん％造営

四国（proVinces　supporting　building　and　maintenance）and　the　Daikanjin大勧進

（the　oficer　in　charge　of　“the　great　campaign”　to　support　the　temple）　through　an

analysis　of　role　of　the　T6daiji東大寺Dail〈anjin　Ensh6．円照An　historical　prere－

quisite　foτEnshδ’s　appearance　as　Daikanjin　was　the　fact　of　the　abbot　J6shin’s定親

control　of　the　20’eiryo－№盾?ｕ，　which　was　the　impetus　for　the　temp｝e　cormiunity　to

first　become　conscious　of　the　wealth　that　might　be　obtained　from　the　supporting

provinces．　Appointed　to　the　ofuce　of　Dailcanjin，　Ensh6　bore　these　expecta£ions　of

the　temple　tl’ike寺家）and　he　altered　the　prilciple　that　returns麦rom　the　support－

ing　provinces　were　to　be　used　for　temple　operations　and　building，　and　instead　not

only　buit　up　a　system　in　which　the　armual　“rice”　tax　would　be　coRstantly　afiotted

to　the　cost　of　repairs，　but　also　begaR　the　practice　of　distributing　it　£o　the　temple

and　individual　monks　themselves．　if　compat’ed　with　the　prior　operation　of　the

Daikanjin，　these　actions　can　be　termed　a　major　turning　point　in　its　basic　character．

Nevertheless，　Ensh6’s　policy　of　supporting　ninPb人法of　T6daiji　contains　aspects

that　are　undoubtedly　related　to　the　abbot　J6shin．　ln　other　words，　the　groundbreal〈一

ing　quality　of　the　Daikanjin　Ensh6　appeared　as　a　result　of　their　tmique　connection

with　Joshin．　The　trend　of　having　the　wealth　of　the　supporting　provirices　returmed

directly　to　the　temple　became　standard　practice　in　the　｝atter　half　of　the　13th　cen－

tury．　However，　profound　splits　among　the　monks　began　to　brew　within　the　temple

as　a　resUlt．　The　appearance　of　famous　monks　who　lived｛in　Kantδ関東止住名誉僧

as　Daikanjin　was　a　result　of　the　discord　and　chaos　within　the　temple．
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